
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第 474集

河崎の柵擬1定地発掘調査報告書

床上浸水対策特別対策事業関連遺跡発掘調査

.  (第 2分冊 中世板碑・近世墓編 )

2006

|  |   1国主交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所

|     (財 )岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター



河崎の柵擬定地発掘調査報告書

床上浸水対策特別対策事業関連遺跡調査

(第 2分冊 中世板碑・近世墓編)



Ｉ

　

Ⅱ

近世墓 。中世板碑の概要 (調査の経緯)…………………………………1

検出遺構と出土遺物
l B区 墓 域 … ……… …… …… …… …… …… i……… ……… ……… …… …… ……7

2D区 墓 域 … ……… …Ⅲ… …… …… …… …… …… …………… …… ……………・・…… 1ヽ11

Щ 中 世 板 碑 … …………………………………………………………………………………■319

Ⅳ 近 世 墓 標 … ………………………………………………………中……………………………351

V ま  と  め………………………………………………………………397

Ⅵ 出土人骨の分析 ……………………………………………………………429



図 版 目 次

調査区全体図………・………………………………………2

B区墓域遺構配置図…Ⅲ………………………………… 4

D区墓域遺構配置図…………………………………・5

BttSZ l… ……………………………………… 8

BttSZ 2… …………………………………………9

BttSZ 3 ……………………………………………………………・10

BttSZ 4・ 5……………………………………・11

BttSZ 6………………………………………… 13

BttSZ 7・ 8………………………………………………………15

BttSZ 9 ,10… …………………・……………………………・16

BttSZll・ 12-― …………………………………………………17

BttSZ13・ 14… …………………………………19

BttSZ15'16… ………………………………………………… 21

BttSZ17・ 18… ……………………………………………………23

BttSZ19・ 20… ……………………………………………………25

BttSZ21・ 22… ……………………………………………………26

BttSZ23-… …………………………………………………………27

BEttSZ24・ 25… …………Ⅲ……Ⅲ…………………………………29

BttSZ26・ 27… ……………………………………………………31

BEISZ28・ 29… …………Ⅲ…………Ⅲ…………・………………・32

第 1図

第 2図

第 3図

第 4図

第 5図

第 6図

第 7図

第 8図

第 9図

第10図

第11図

第12図

第13図

第14図

第15図

第16図

第17図

第18図

第19図

第20図

第22図  BttSZ32・ 33… ……………………………………………………35

第23図  BttSZ34・ 35・ 36・ ……………………………………37

第24図  BttSZ37・ 38・ … … … …Ⅲ…,…  … … …Ⅲ……39

第25図  BttSZ39・ 41… ………………………………………………… 49

第26図  BttSZ42・ 43…………………………………………・43

第27図  BttSZ44。 45。 …………………………………………・44

第28図  BttSZ46・ 47…………………………………………・45

第29図  BttSZ48・ 49………………………………………… 47

第30図  BttSZ50・ 51… …………………………………………49

第31図  BttSZ52・ 53… ……………………………………………………51

第32図 BttSZ54・ 55・ 56・ ……………………………………53

第33図  BttSZ57(1)… …………………………………………54

第34図  BttSZ57(2)… ………………………………………… 55

第35図  BttSZ58・ 59・ …………………………………………・56

第36図  BttSZ60… ……………………………………………………………57

第37図  BttSZ61… ……………………………………………… 59

第38図  BttSZ62・ 63……………………………………………60

第39図  BttSZ64・ 65-… ………Ⅲ………………………………………・61

第40図  BttSZ66・ 67・ 68… …………………Ⅲ………………………63

第41図  BttSZ69'70-… ……………………………………………… 65

第42図  BttSZ71・ 72… …… … …………… … … ……… …… 67

第43膠] Bじ至SZ73… ………… …Ⅲ…Ⅲ………… ……… …・… ………・69

第44図  BttSZ74… ……………………………………………………………70

第45図  BttSZ75。 76・ ……………………………………………71

第46図  BttSZ77・ 78… ……………………………………… 73

第47図  BttSZ79・ 80・ 81・ …………………………………… 75

第48図  BttSZ82・ 83… …………………………………………………・・77

第49E] B[至 SZ84・ 85… … … … ………・・……… ……… ………・78

第50図  BttSZ86・ 87… ………………………………………………… 79

第51図  BttSZ88・ 89……………………………………………81

第52図  BttSZ90・ 91・ ……………………………………………………・83

第53図  BttSZ92・ 93・ 94… … …・……Ⅲ…… … …Ⅲ…… ………85

第54図  BttSZ95・ 96…………………………………………・87

第55E] BEttSZ97・ 98-・ ……・…・………… ………・―………Ⅲ…・…89

第56図  BttSZ99・ 100・ ……………………………………… 91

第57E] BEttSZ101・ lo2… … …・………… ……… ……… ……・ 93

第58図  BttSZ103・ 104・ 105'… …………………………… 94

第59図  BttSZ106・ 107・ 108・ 109… ……………………………95

第60図 BttSZl10(1)… …………………………………・97

第61図 BttSZl10(2)… ……………………………………,98

第62図  BttSZHl・ 112・ ……………………………………… 99

第63図  BttSZl13・ 114… …………………………………………… 101

第64図  BttSZl15… ……………………………………………103

第65図  BttSZl16… ………………………………………………………・104

第66図  BttSZl17・ 118(1)… ……………………………105

第67図  BttSZH7・ ■8(2)………………………………106

第68図  BttSZl19。 120・ ……………………………………・ 107

第69図  BttSZ121・ 122・ …………………………………… 109

第70図  BttSZ123… …………………………………………Ⅲ l10

第71図  DttSZ l・ 2… ……………………………………… 112

第72図  DttSZ 3・ 4… ………………………………・ 113

第73図  DttSZ 5・ 6… ……………………………………… 114

第74図  DttSZ 7・ 8… ……………………………… 116

第75図  DttSZ 9,10… ……………………………………・ 118

第76図  DttSZll・ 12・ ………………………………… 120



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99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

DttSZ13・ 14… ……………………………………………… 122

DttSZ15・ 96・ 97・ 98… … … … …Ⅲ…・―・―・…  123

DttSZ16… …………………………………… 124

DttSZ17・ 71・ 72・ 73・ ………………………………… 126

DttSZ18・ 24………………………………………………… 128

DttSZ19・ 20・ ………………………………………………… 129

DttSZ21'105。 22・ …………………………………………130

DttSZ23・ ………………………………………………………… 132

DttSZ25'… ……………………………………………………… 134

DttSZ26… ……………………………………………………… 135

DttSZ27・ ―……………………………………………………… 136

DttSZ28・ 29………………………………………………… 138

DttSZ30… ……………………………………………………… 140

DttSZ31・ 32・ ………………………………………………… 142

DttSZ33… ………………………………………………………・ 143

DttSZ34・ ………………………………………………………… 144

DttSZ35・ 36・ …………… …… …・- 145

DttSZ37… ……………………………………………………… 147

DttSZ38… ……………………………………………………… 148

DttSZ39。 40・ ―……………………………………………… 150

DttSZ41・ 42… ……………………………………………… 151

DttSZ43・ 74・ 78・ 100・ 101(1)… ……………152

DttSZ43・ 74・ 78・ 100・ 101(2)・ …………154

DttSZ44'45-… ……………………………………………155

DttSZ46… ………………………………………………………・156

DttSZ47・ 75・ 76。 77(1)・ ……………… 158

DttSZ47・ 75・ 76・ 77(2)'SZ48-… …… 159

第117図 DttSZ82・ 83・ …………………………………182

第118図 DttSZ84… ……………………………………184

第119図 DttSZ85。 86・ 87(1)… …・………………… 186

第120図 DttSZ85・ 86・ 87(2)… ………………… 187

第121図 DttSZ88。 91・ …………………………………188

第122図 DttSZ89・ 90・ …………………………………190

第123図  DttSZ92・ ………………………………………………192

第124図  DttSZ93・ 95・ ………………………………………・193

第125図  DttSZ106・ 107・ ……………………………………Ⅲ194

第126図 銭貨 (1)… ……………………………………………199

第127図 餞貨 (2)… ……………………………………………200

第128図 銭貨 (3)……………………………………………Ⅲ……201

第129図 銭貨 (4)… ………… ……………… …… …………202

第130図 銭貨 (5)…………………………………………………203

第131図 銭貨 (6)… ……… ……………… …… ………… 204

第132図 銭貨 (7)―・……… ……………… …… …………205

第133図 銭貨 (8)―Ⅲ……… ……………… … ………… 206

第134図 銭貨 (9)………………Ⅲ…・……… ………………207

第135図 銭貨 (10)… ……………………… ………………208

第136図 銭貨 (11)・………………………… ………………209

第137図 銭貨 (12)… ………………Ⅲ…………………………210

第138図  銭貨 (13)… ……………………… … ……………211

第139図 銭貨 (14)… …… ……・……・……………………212

第140図 銭貨 (15)… ……………………………………………213

第141図 銭貨 (16)… ……………………… ………………214

第142図  銭貨 (17)… ………………………… ………………215

第143図  銭貨 (18)… ………………………………………………216

第144図 銭貨 (19)… …………………………………………………217

第145図 銭貨 (20)… ………………………… …… …………・218

第146図 銭貨 (21)… ……… ………………… …………………219

第147図 銭貨 (22)… ……… ……………………… ……………220

第148図 銭貨 (23)… ……………………………………………………221

第149図 銭貨 (24)… ……… ………………… …………………222

第150図 銭貨 (25)… ………………………………………………223

第151図 銭貨 (26)… ………………………………… …………224

第152図 銭貨 (27)… ……… ………………………… …………225

第153図 銭貨 (28)… ……… ………………… ………………・226

第154図 銭貨 (29)… …………………………………………・227

第155図 銭貨 (30)… ……… ………………… …………・…228

第156図 銭貨 (31)… ……………………………………Ⅲ……229

DttSZ49,… ………………

DttSZ50・ 103・ 104… …

…… … … … ……・160

……Ⅲ…Ⅲ… … ……・162

DttSZ51・ 61・ …………………………………163

164第107図 DttSZ52

第108図 DttSZ53… ……………………………………166

第109図  DttSZ54・ 55… ………………………………167

第110図 DttSZ56・ 57……………………………………… 168

第111図  DttSZ58・ 59………………………………………・170

第112図  DttSZ60・ 62…………………………………172

第113図  DttSZ63・ 64… ………………………………174

第114図  DttSZ65'66・ ………………………………………175

第115図 DttSZ69・ 70。 ………………………………………176

第116図 DttSZ79'80・ 81・ ……………………………180



第157図 銭貨 (32)

第158図  銭貨 (33)

第159図  銭貨 (34)

第160図  銭貨 (35)

第161図  銭貨 (36)

第162図  銭貨 (37)

第163図  銭貨 (38)

第164図  銭貨 (39)

第165図  銭貨 (40)

第166図  銭貨 (41)

第167図  銭貨 (42)

第168図 銭貨 (43)

第169図  銭貨 (44)

第170図  銭貨 (45)

第171図  銭貨 (46)

第172図 銭貨 (47)

第173図  銭貨 (48)

第174図  銭貨 (49)

第175図 銭貨 (50)

第176図 銭貨 (51)

第177図  銭貨 (52)

第178図 銭貨 (53)

第179図  銭貨 (54)

第180図  銭貨 (55)

第181図 銭貨 (56)

第182図 銭貨 (57)

第183図  銭貨 (58)

第184図 銭貨 (59)

第185図 銭貨 (60)

第186図 銭貨 (61)

第187図 銭貨 (62)

第188図 銭貨 (63)

第189図 銭貨 (64)

第190図 銭貨 (65)

第191図 銭貨 (66)

第192図 銭貨 (67)

第193図 儀貨 (68)

第194図 銭貨 (69)

第195図 銭貨 (70)

第196図 銭貨 (71)

…Ⅲ… … … … … … …Ⅲ…・… … … ……Ⅲ230

,… …… … … … …・…Ⅲ………… ……・…  231

・―・―・… …・―・―・―・…Ⅲ… … … …Ⅲ…… 232

… … …・… …・…・…・… … …Ⅲ… …・―… 233

・… …・… …Ⅲ…・… … … …・―・…Ⅲ…・… …234

・… … …・… …・… …・…Ⅲ… …Ⅲ… … ……Ⅲ236

-・ … … … … …・… … … … …・…Ⅲ…… 237

… …Ⅲ… …Ⅲ…・… … …Ⅲ… …Ⅲ… … ……・238

-・ …Ⅲ…Ⅲ… …・…・… … … … … … …・… 239

,…  … … … … … …Ⅲ…Ⅲ… … …・… ……・240

- ―・… … … …Ⅲ… … … … …Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ… 241

・… … …・―・―・…・… … … …・…Ⅲ…Ⅲ…… 242

-・ ―・…・… … … … …Ⅲ…Ⅲ…,… … ……Ⅲ243

…・―・… … … …・…Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ… … …・―・…・244

・… … … … … …・… … … …・…Ⅲ…Ⅲ…… 245

・…Ⅲ…・… …・―・―・…Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ… … …Ⅲ…… 247

-・ … …Ⅲ… … … …Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ… …・…Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ248

…Ⅲ… … … …Ⅲ… … … … …・… … …… 249

……・―・…Ⅲ…・―・… … … …Ⅲ… … … ……250

…Ⅲ… …Ⅲ…Ⅲ… … …・…。… … …Ⅲ… …・… 251

……Ⅲ… … …Ⅲ…Ⅲ…・… … … … …Ⅲ…・……252

・… …・―・―・… … … … …・…,… … … …253

-・ …・―・… … … …・…Ⅲ… … … … ……・254

- ―・… … …・―・…Ⅲ… …Ⅲ… …・…・―・… 255

・… …・… …Ⅲ…Ⅲ… …Ⅲ… … …Ⅲ…・―・……・256

…Ⅲ…Ⅲ… … … …Ⅲ…Ⅲ… …Ⅲ… … … …・―・257

- ― ……・… …Ⅲ…・―・… … … …・―・……258

- … … …Ⅲ… …・… … … …・…・…・…・- 259

・―・―・… … … …Ⅲ… …Ⅲ… …・… … ……・260

…… … …・―,…  …,… … …Ⅲ… … …・……261

-― ―・…Ⅲ…Ⅲ… … … … …Ⅲ…Ⅲ… … ……262

-・ … … …Ⅲ…Ⅲ… …・―・…・―・… … … …・263

・―・… …・… …・―・… … … … … …・… …264

……・―・…Ⅲ…Ⅲ…・… …・… …・―・…・… ……265

,―・… …・…Ⅲ… …・―・…Ⅲ…Ⅲ… … … …… 266

…・―・… …・―・―・… … … …Ⅲ…Ⅲ…・… … 267

……Ⅲ…,―・… … … … … …Ⅲ…Ⅲ… …Ⅲ……268

-・ … … … …・―,… Ⅲ… … …Ⅲ… …・…Ⅲ… 269

第197図 銭貨 (72)… ………………………………………………270

第198図 銭貨 (73)… ……………………………………………… 271

第199図 銭貨 (74)・ ………………………………………………272

第200図  銭貨 (75)… ……………………………………………… 273

第201図  銭貨 (76)・ ………………………………………………274

第202図  銭貨 (77)… ……………………………………………… 275

第203図  銭貨 (78)・ …………………………………………・276

第204図  銭貨 (79)… ……・………………………………………277

第205図  銭貨 (80)・ …………………………………………・278

第206図  銭貨 (81)… …………………………………279

第207図  銭貨 (82)・ ……………………………………………… 280

第208図 銭貨 (83)… ………… …… … …… …■………・281

第209図  中世板碑 (1)… ……………………………………・321

第210図  中世板碑 (2)………… … ……… ……………・322

第211図  中世板碑 (3)… …………… … ……………・… 323

第212図  中世板碑 (4)… ………………………………………。324

第213図  中世板碑 (5)… ……………………………………… 325

第214図  中世板碑 (6)… ……|… … …… ………………・326

第215図  中世板碑 (7)… … …… … … … ……… …327

第216図  中世板碑 (8)… …………… ……………………… 328

第217図  中世板碑 (9)… …………………………………… 329

第218図  中世板碑 (10)… …………… ………………………330

第219図  中世板碑 (11)… …… …… … …… …………… 331

第220図  中世板碑 (12)…… … … …… … ……… …332

第221図  中世板碑 (13)… …… …… ………………………333

第222図  中世板碑 (14)…… … … …… … ……… …334

第223図  中世板碑 (15)…… … … … …… … … …335

第224図  中世板碑 (16)…… …… … … … ……… …336

第225図  中世板碑 (17)… … …… … …………………… 337

第226図  中世板碑 (18)… ……………………………………… 338

第227図  中世板碑 (19)・ ………………………………339

第228図  中世板碑 (20)… …… …… … …… ………Ⅲ… 340

第229図  中世板碑 (21)……… …… … … … … … 341

第230図  中世板碑 (22)…… … …… … …… …………342

第231図  中世板碑 (23)… ……… … … ………………… 343

第232図  中世板碑 (24)… ……………………………………… 344

第233図  中世板碑 (25)… ………… … …………………345

第234図  中世板碑 (26)… … …… … … ………………… 346

第235図  中世板碑 (27)… …… …… ……… …………… 347

第236図  中世板碑 (28)… … …… …… …………………… 348



第237図 中世板碑 (29)… …… … … …… … …… … 349

第238図 B区墓標配置 (概念)図 ………………・…… 357

第239図 D区墓標配置 (概念)図 …………………………358

第240図 近世墓標 (1)… ……………………………Ⅲ……359

第241図 近世墓標 (2)… ……………………………………360

第242図 近世墓標 (3)……………………Ⅲ…………… 361

第243図 近世墓標 (4)……………………………………………362

第244図 近世墓標 (5)………………………Ⅲ………………363

第245図 近世墓標 (6)……………………………………………364

第246図 近世墓標 (7)………………………………………・・365

第247図 近世墓標 (8)…………………………………………366

第248図 近世墓標 (9)……………………………………………367

第249図 近世墓標 (10)… …………………………………・368

第250図 近世墓標 (11)… ……………………………………369

第251図 近世墓標 (12)… ………………………………………370

第252図 近世墓標 (13)… ……………………………………・・371

第253図 近世墓標 (14)… ………… ………………… ………372

第254図 近世墓標 (15)… ………………………………………373

第255図 近世墓標 (16)・ ……………………………………・374

第256図 近世墓標 (17)… ……………………………………375

第257図 近世墓標 (18)・ ………………………………………376

第258図 近世墓標 (19)… ………………………………………・・377

第259図 近世墓標 (20)・ ……Ⅲ………………………………378

窃写260ε]

第261図

第262図

第263図

第264図

身写265じ∃

身ヨ266ε]

第267図

第268図

身守269じ雪

第270図

第271図

身g272E]

第273図

第274図

第275図

身写276じコ

第277図

第278図

身写279E]

第280図

第281図

近世墓標 (21)

近世墓標 (22)

近世墓標 (23)

近世墓標 (24)

近世墓標 (25)

近世墓標 (26)

近世墓標 (27)

近世墓標 (28)

近世墓標 (29)

近世墓標 (30)

近世墓標 (31)

近世墓標 (32)

近世墓標 (33)

近世墓標 (34)

近世墓標 (35)

……Ⅲ… … … … … …・… …Ⅲ…Ⅲ……379

-・ … … … … … …・…・… … …… 380

・―・―・…Ⅲ…・… … … … … … …… 381

・… …・―・…・… … … … …'―・…… 382

… … … …Ⅲ…Ⅲ…・―・…Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ…… 383

…Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ… … … … … …・―・……・385

… …・… … …Ⅲ…・―・―・… … ……・386

… … …Ⅲ…,… Ⅲ… … …'… Ⅲ…・… …387

……・―・… …Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ… … …Ⅲ…Ⅲ……388

・…・… …・… …・…Ⅲ…・… … …Ⅲ…… 389

・…Ⅲ…Ⅲ… …Ⅲ… … …・… … …・……・390

-―・―・―・―・… … … …Ⅲ…・―・……391

… … …Ⅲ… …・…・― ―・…・… …… 392

・…Ⅲ… … … …・… …Ⅲ… … …Ⅲ…Ⅲ…393

墓壊外出土遺物 (1)

墓媛外出土遺物 (2) ・…Ⅲ… … … … …・―・…・…400

特殊煙管………・…………… … …………………403

煙管集成図 (1)… …………………Ⅲ…………… 404

煙管集成図 (2)―・………………………………。405

葛西家系図……………………………………………423

墓域周辺の地籍図……………………………………427

写真図版 1

写真図版 2

写真図版 3

写真図版 4

写真図版 5

写真図版 6

写真図版 7

写真図版 8

写真図版 9

写真図版10

写真図版11

写真図版12

写真図版13

B区墓媛 (1)

B区墓媛 (2)

B区墓媛 (3)

B区墓壊 (4)

B区墓娠 (5)

B区墓娠 (6)

B区墓媛 (7)

B区墓娠 (8)

B区墓媛 (9)

B区墓媛 (10)

B区墓娠 (11)

B区墓媛 (12)

B区墓坂 (13)

写真図版14

写真図版15

写真図版16

写真図版17

写真図版18

写真図版19

写真図版20

写真図版21

写真図版22

写真図版23

写真図版24

写真図版25

写真図版26

B区墓媛 (14)… …………………………………・546

B区墓墳 (15)… ………………………………… 547

B区墓壊 (16)………… … …………………548

B区墓媛 (17)。 一・………………………………549

B区墓媛 (18)… ……………………・…………… 550

B区墓壊 (19)… ……………………………………551

B区墓媛 (20)・ …………………………………552

D区墓媛 (1)・ ……… … …………………・553

D区墓媛 (2)… ……… ……………………・・554

D区墓壊 (3)… ………………Ⅲ…Ⅲ……'… …555

D区墓媛 (4)…… … …… … ……… …556

D区墓媛 (5)… …………… ………………・・557

D区墓墳 (6)―・……… ………………………558

写真図版 目次

……Ⅲ… … …・…・―・… … … ……533

……・…Ⅲ… …・…・―・…Ⅲ…Ⅲ… ……534

…………………Ⅲ… … ………Ⅲ……・535

…・…Ⅲ…・… … …Ⅲ… … …・… …Ⅲ536

・………Ⅲ…・… …Ⅲ…………・… ……537

・―・…・……538

… …Ⅲ…・… …・―・…Ⅲ…・―・―・- 539

……・―・…'… Ⅲ… … … …Ⅲ… ……540

……Ⅲ… … …・… … …Ⅲ… …Ⅲ……541

-・ …Ⅲ… … …・―・―・… … …Ⅲ…542

……Ⅲ… …Ⅲ… … … … …Ⅲ… ……543

…… …・… … …Ⅲ… …Ⅲ… … ……544

……Ⅲ… … … …Ⅲ…Ⅲ…Ⅲ… …Ⅲ……545



写真図版27

写真図版28

写真図版29

写真図版30

写真図版31

写真図版32

写真図版33

写真図版34

写真図版35

写真図版36

写真図版37

写真図版38

写真図版39

写真図版40

写真図版41

写真図版42

写真図版43

写真図版44

写真図版45

写真図版46

写真図版47

写真図版48

写真図版49

写真図版50

写真図版51

写真図版52

写真図版53

写真図版54

写真図版55

写真図版56

写真図版57

写真図版58

写真図版59

写真図版60

写真図版61

写真図版62

写真図版63

D区墓媛 (7)

D区墓墳 (8)

D区墓壊 (9)

D区墓媛 (10)

D区墓媛 (11)

D区墓媛 (12)

D区墓媛 (13)

D区墓媛 (14)

…Ⅲ… … …Ⅲ… … … … … … … 559

,…・… …Ⅲ… … …・… …Ⅲ…・…… 560

- ―・…・… … …Ⅲ…Ⅲ… …・… …・561

… … … … …Ⅲ…・―・… … …… 562

… … …Ⅲ…・…・… …・… … …・―・563

-・ …Ⅲ…Ⅲ… … …・… …・…,… …・564

…・… … … …・… … …・… … … 565

… … … …Ⅲ… … …す… … …・―・566

写真図版64

写真図版65

写真図版66

写真図版67

写真図版68

写真図版69

写真図版70

写真図版71

写真図版72

写真図版73

写真図版74

写真図版75

写真図版76

写真図版77

写真図版78

写真図版79

写真図版80

写真図版81

写真図版82

写真図版83

写真図版84

写真図版85

写真図版86

写真図版87

写真図版88

写真図版89

写真図版90

写真図版91

写真図版92

写真図版93

写真図版94

写真図版95

写真図版96

写真図版97

写真図版98

写真図版99

B区墓媛出土遺物 (1)… ………………………567

B区墓娠出土遺物 (2)… ……………………568

B区墓媛出土遺物 (3)… ……………………569

B区墓媛出土遺物 (4)… ……Ⅲ……………570

B区墓媛出土遺物 (5)… ………………………571

B区墓娠出土遺物 (6)… … …………………572

B区墓墳出土遺物 (7)… ………………………573

B区墓壊出土遺物 (8)… ……………………574

B区墓媛出土遺物 (9)… ………… ………Ⅲ575

B区墓媛出土遺物 (10)…………………………576

B区墓媛出土遺物 (11)… ………………………577

B区墓壊出上遺物 (12)…………………Ⅲ…・578

B区墓娠出土遺物 (13)………………………579

B区墓媛出土遺物 (14)… ……………………・580

B区墓媛出土遺物 (15)… ………………………581

B区墓壊出土遺物 (16)・ ……………………582

B区墓墳出土遺物 (17)… ………………………583

B区墓媛出土遺物 (18)…………………………584

D区墓媛出土遺物 (1)… ………………………585

D区墓媛出土遺物 (2)… …………………586

D区墓装出土遺物 (3)… ………………………587

D区墓娠出土遺物 (4)… ……………………588

D区墓媛出土遺物 (5)… ……………………・・589

D区墓娠出土遺物 (6)… ………………………590

D区墓媛出土遺物 (7)…………………………591

D区墓壊出土遺物 (8)… ………………………592

D区墓娠出土遺物 (9)… ………………………593

D区墓媛出土遺物 (10)… ………………………594

D区墓媛出土遺物 (11)… ………………………595



近世墓・中世板碑の概要 (調査の経緯)

本書 (第 2分冊)は、河崎の柵擬定地における発掘調査成果のうち、近世墓 (近世墓標)。 中世板碑

に関わる内容を報告するものである。上記以外の遺構・遺物に関する調査成果については、第 1分冊

(古代以降)。 第 3分冊 (縄文時代)を参照されたい。

野外調査は、調査区全体をA～ E区に分けて実施している。墓域は、調査区中央のB区 と調査区東側

のD区の計 2ヶ 所に所在する (第 1図 )。 平成14年度までは、どちらの墓域 も墓標が立ったままの原状

を留めていた。いずれも、村内に在住する葛西氏一族の祖先が葬られてきた墓所である。

B区墓域 (第 2図 )イよ、葛西家の本家である西屋敷の所有分である。東側の一角は西屋敷と類縁関係

にある親族の所有する部分である (西屋敷離れと呼称する)。 検出した墓娠数は、SZ lか らSZ124ま で

(SZ40は欠番)の 123基を数える。

D区墓域 (第 3図)は葛西家の分家である東屋敷・中峯屋敷・隠居屋敷の 3家により共有されてきた

ものである。D区墓域の周囲には、溝 (DttSD102・ 103・ 107)が構築されており、墓域と周囲は明瞭

に区分される。D区墓域の一部は調査前に改葬が行われ、墓標や埋葬人骨・副葬品の一部は、公葬地

に移設されていた。検出した墓墳数は、SZ lか らSZ107ま で (SZ67・ 68。 94・ 99・ 102は欠呑)の 102

基を数える。

調査区内で検出した墓娠の総数は225基 を数える。一部の墓娠については墓域から大きく離れた地

点で検出しており、被葬者が葛西家に属する人物ではない可能性 もあるが、墓域内で検出したものと

併せて報告 している。

野外調査の方法は、基本的には通常の遺構 と同様、表土除去後に検出作業を行い、プランを確認し

た上で半裁を行った。ただし調査期間の制約があり、埋上の上層断面の写真撮影・実測は原則として

省略し、人骨の出土を確認した時点で全掘を行うという方針で作業を進めた。そのため、本書では墓

娠の上層断面図・写真等は一切掲載 していない。墓填が重複する場合についても土層断面による新旧

の判別をせず、同時に掘 り上げてしまった例が多々ある。人骨・遺物が完全に現れた時点で遺構写真

撮影と平面実測を行い、人骨・遺物を取 り上げた。

本書では、第工章第 1節でB区墓域、第 2節でD区墓域について、検出した墓娠・出土遺物について

の記述を行っている。墓墳は略号SZで表記 し、SZの後に精査順の番号を付 して遺構名としている。

調査中に登録を抹消 し欠番としたものもあるが、整理の混乱を避けるため番号の付け替え等は行わな

かった。本文 。図版とも掲載の順序は原則 として遺構番号順となっているが、図版については隣接す

る遺構を一括 して掲載 したため、必ず しも遺構番号順とはなっていないことをお断りしておく。

遺構実測図は、平面図を縮尺20分の 1、 エレベーション図を縮尺40分の 1で掲載した。なお、本書

には付図を2枚添付しているが、これは縮尺50分の1の遺構配置図に人骨出土状況を加えたものであ

る。

遺物実測図は、出土遺構の実沢1図 と併せて遺構毎に掲載 している。遺物実沢1図 は原則として縮尺 3

分の 1で掲載 した。例外的なものについてはその都度図中に縮尺を示 してある。煙管・鏡・刃物類 。

その他の金属製品・陶磁器・土製品・石製品は全点を掲載 した。銅銭は (著 しく破損 したものを除き)

全点の拓影図を作成 したが、点数が多いため、他の遺物とは別にまとめて掲載している。銭貨は、銅
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I 近世墓・中世板碑の概要 (調査の経緯)

銭以外にも大量の鉄銭が出土 しているが、錆による劣化が著 しく、複数枚が固着 し分離することが困

難であつたため、遺構毎の出土重量を示すに留めた。観察により銭種が特定できたものについては本

文中に内容を記載 してある。鉄釘 も同様で、重量のみを計測 している。木製品については、遺存状態

が悪いため不掲載にしたものが多い。煙管は、形態により分類を行い、その内容を各遺構の記述中に

示 したが、分類の基準は第V章に述べてある。なお、墓墳以外で出上 した煙管・鏡 。その他の近世の

ものと思われる金属製品を、第V章に掲載 している。 (第275'276図 )

第Ⅲ章は中世板碑に関する報告である。掲載 したものは、調査直前まで立っていたものと、表土除

去中に地中から出土したものがあるが、すべて墓域内にあったものである。本書は近世墓の報告を主

な目的としているが、調査区内の板碑は近世墓標と混在 した状態であり、墓域成立期前後の遺跡内の

様相や墓制の変遷を探る上で、近世墓 。近世墓標と切 り離 して考えることのできない資料と考えられ

るため、本書に掲載することとした。拓影図・実測図 (一部スケッチも含む)は縮尺 5分の 1で掲載 し

た。

第Ⅳ章は近世墓標に関する報告である。中世板碑 と同様、墓域内に立っていたか、地中から出土 し

たものである。本来墓媛の構築時期を知る上で最も有力な手がか りとなる筈のものだが、位置の記録

が不十分であつたため、本書では墓標・墓媛の正確な対応関係を示すことができない。拓影図 。実測

図 (一部スケツチも含む)は縮尺10分の 1で掲載 した。

第Ⅵ章 (出土人骨の分析)は、奈良貴史 (国際医療福祉大学リハビリテーシヨン学部)、 鈴木敏彦 (東

北大学歯学部)が担当した。両氏には、野外調査中にも現場に赴いて頂 き、埋葬姿勢の判別 。人骨の

取 り上げ・クリーニング方法等について多 くの指導を頂いた。出土人骨は野外調査期間中にクリーニ

ング作業を行い、その後東北大学歯学部へ搬送した。鑑定作業は、解剖学実習室において 1年以上に

渡 り継続的に行われた。鑑定作業終了後、出土人骨はすべて遺族である葛西氏へ返却 している。

ここで 1つ お断 りしておきたいことがある。各墓墳における出土人骨の残存部位について第Ⅱ章と

第Ⅵ章にそれぞれ記載があるが、両者で内容が一致しない箇所がい くつかみられる点である。原因の

1つ として、Ⅱの記述は人骨出土時点での観察記録であるが、人骨に関する専門的知識を持たない調

査員によるもので正確
′
陛・詳細性において不十分であることが挙げられる。この点については、当然

ながらⅥの専門家による記述の方を優先 して頂 きたいと考えている。ただし、墓壊内からの取 り上

げ・クリーニングの過程で、本来あつた筈の部位が破損・亡失 してしまったケースも多 くあり、鑑定

はその過程を経た後のものであるため、単純にⅡとⅥを比較 し4公正するという訳にもいかない状況で

ある。以上のような理由で、この人骨出土状況の記述については、鑑定結果を得た後も必要以上の修

正は敢えて行なわなかった。本来であれば、鑑定の専門家と時間をかけて協議し、内容に醜酪の無い

よう十分に検討を重ねるべきであつたと思われるが、編集担当である調査員の怠慢と能力・経験不足

により、混乱を完全に解消できないまま報告書として刊行せざるを得ないことをここにお詫びしてお

く。

本書に関連する部分の野外調査の担当は、平成15年度B区が溜浩二郎・鈴木裕明・阿部孝明、D区が

川又晋・江藤教・林勲である。平成16年度は川又晋・羽柴直人・鈴木裕明が調査を行った。室内整理

作業は、平成15年度が川又 。江藤 。林・鈴木、平成16年度は川又・羽柴・鈴木が担当した。本書の執

筆は、第 I章を川又、第工章を川又・江藤、第Ⅲ・Ⅳ章を羽柴、第V章を川又・江藤・羽柴が担当し

た。編集は川又が行った。
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第 3図 D区墓域遺構配置図
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Ⅲ 検出遺構 と出土遺物

l B区墓域

BttSZ l墓墳 (第 4。 126図 、写真図版 1・ 35)

〔位置。重複〕I D95グ リッドに位置する。他遺構との重複はない。北側の一部は攪乱により削平され

ている。西側にSZ47、 北側にSZ52が隣接する。

〔形状・規模〕平面型は楕円形で、長軸方向はN-9° ―Wである。規模は、開口部径116× 99cm、 深さ

30cmを 沢!る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨と下肢骨が出上した。頭蓋骨は墓壊の北側に位置する。左側を底面に接し、顔面

は東向きである。下肢骨は折り曲げた状態で、膝を北に向け底面に接していた。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (1・ 2)、 煙管 (2006・ 2151)、 刃物 (2401)が出土した。銅銭は2点 とも古寛

永で、遺骨の足元付近で出土した。煙管は工a類で、出土位置は頭骨すぐ脇である。2401は破損した

状態であつたが、刃部の形状から刀子と考えられる。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。棺材や釘は出土しておらず、墓

墳内に直に埋葬されたものとみられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀中葉と推定される。

BttSZ 2墓墳 (第 5。 126～ 131図、写真図版 1・ 35)

〔位置・重複〕Ⅱ D73グ リッドに位置する。SZ64の プラン内に位置し、その埋土を掘り込んで作られ

ている。SZ64よ り新しい。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-64° ―Wである。規模は、開口部径52× 48cm、 深さ

は25cmである。墓壌内には正方形の木箱が納められた状態であった。箱の大きさは縦・横が38cm、 深

さ6 cmで ある。

〔出土人骨〕四肢骨の一部が出上した。解剖学的位置関係は留めておらず、 2次的にまとめられたも

のと考えられる。

〔出土遺物〕銅銭121点 (3～ 123)、 煙管吸口 (2152)、 ガラス鏡 (2351)、 刀子 (2402)、 刃物 P(2471・

2472)、 和鋏 (2501)、 警 2点 (2560。 2561)、 不明銅製品 (2641)、 磁器紅皿 2点 (270卜 2702)、 磁器根

付 (2703)、 鉄釘144gが出土した。銅銭の銭種は、成平元宝 1・ 祥符通賓 1・ 治平元質 2・ 元豊通賓

1・ 永築通賓 1・ 古寛永 4・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背 8・ 新寛永背元 2。 新寛永四文銭 2・ 天保通

賓 5'文久永賓35。 父久永賓39。 文久永宝 6・ 半銭 3。 一銭 7・ 二銭 1・ 不明2である。紅皿は19世

紀前半～中頃のものである。2641は環状で、用途は不明である。鉄釘には本質部分が付着していた。

箱の部品と考えられる。

〔性格・時期〕人骨の出土状況から、再葬墓と考えられる。鑑定によると、被葬者は若年の女性である。

出土銭貨のうち、鋳造年代が最も新しいものは明治十 (1880)年 の一銭銅貨 (26)で あり、埋葬時期は

19世紀末葉と推定される。

BttSZ 3墓境 (第 6・ 131・ 132図、写真図版 1・ 35)

〔位置 。重複〕Ⅱ D74グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北側にSZ14、 南東側にSZ83、 南西
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側にSZ82が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-43° 一Eである。規模は、開田部径103× 96cm、 深さ

62cmを 浪Jる 。

〔出土人骨〕頭蓋骨と四肢骨が出上した。頭蓋骨は墓壊の北側に位置し、顔面は西向きである。下肢

骨は左右とも膝を折り曲げた状態で、膝を北に向け重なり合っていた。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (124～ 129)、 煙管 (2007・ 2153)、 円鏡 (2301)、 箱金具 7点 (2581～ 2587)、 釘

7gが出土した。銅銭の銭種は、祥符通宝 1・ 古寛永 5である。煙管はⅢd類である。雁首と吸口が一

対をなすが、羅宇部分は一部しか残存していなかった。箱金具・釘には木質部分が付着していた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、仰臥姿勢で屈葬されたと考えられる。釘、金具が出上しており、箱構を用いた

埋葬の可能性も考えられるが、構材は出上していない。副葬銭から、埋葬時期は17世紀中葉と推定さ

才tる 。

BttSZ 4墓墳 (第 7・ 132図、写真図版 2・ 36)

〔位置・重複〕工D74グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北西側にSZ14、 南東側にSZ85、 東

側にSZ44が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-11° 一Eである。規模は、開口部径117× 110cm、 深

さ27cmである。

〔出土人骨〕遺存状態が良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は墓竣の北側にあり、右側

を底面に接し、顔面は南向きであった。下肢骨は左右とも折り曲げた状態であるが、脚の曲げ方が左

右で異なる。いずれも底面に接するか、平行な状態である。人骨の出土位置は墓壊の北側に偏ってい

る。
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l B区墓域

〔出土遺物〕銅銭 6点 (130～ 135)、 煙管 (2008,2154)、 柄鏡 (2311)、 小柄 (2403)、 鉄釘16gが出上し

た。銅銭の銭種は、古寛永 5。 新寛永背文 1である。煙管はⅢa類 に属する。小柄は柄部のみで、植

物の文様が施されている。鉄釘には木質が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。鉄釘が出土しており、箱構を用

いた可能性が考えられるが、構材は出上していない。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推定され

る。                    ´

BttSZ 5墓墳 (第 7・ 132図 、写真図版 2・ 36)

〔位置 。重複〕Ⅱ D84グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北西側にSZ77が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向は、N-79° 一Eである。規模は、開口部径116× 107cm、 深

さ89cmである。

〔出土人骨〕遺存状態が良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は北側に位置する。頭頂

部を上にして首を曲げ、顔面は南向きである。左右の上腕骨は、頭蓋骨を挟んで離れた位置にある。

下肢骨は、左右とも膝を曲げて西向きに倒れた状態であった。

〔出土遺物〕銅銭 8点 (136～ 143)、 煙管 (2009。 2155)、 方形鏡 (2341)、 鉄釘 2gが出土した。銅銭の

銭種は、永楽通費 1・ 古寛永 6。 新寛永背文1である。煙管はⅢc類に属する。鉄釘には木質部分が

付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年前半の女性である。人骨の出土状況から、

遺体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。鉄釘が出土しているが、量が

少なく、箱構を用いたことによるものかは不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推定さ

れる。

BttSZ 6墓墳 (第 8・ 132図、写真図版 2・ 36'37)

〔位置・重複〕I D84・ 94グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-25° 一Eである。規模は、開口部径125× 102cmで、

深 さ65cmである。

〔出土人骨〕遺存状態が良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は北側に位置し、左側を下

にして、顔面は南を向く。下肢骨は折り曲げた状態で、膝は東を向く。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (144～ 149)、 煙管 (2010・ 2156)、 煙管雁首 (2011)、 円形鏡 (2302)、 刃物 (2404)、

刃物 ?(2473)、 警 (2562)、 毛抜き (2541)、 お歯黒壺 (2642)、 磁器合子 (2704)、 磁器合子蓋 (2705)、

磁器徳利 (2706)、 磁器小杯 (2707)、 釘35gが出土した。鋼銭の銭種は、聖宋元質 1・ 古寛永 2。 新寛

永無背 3である。煙管はⅣb類に属する。磁器2704～2707は いずれも18世紀代の肥前産である。遺物

の出上位置は、人骨の胸の正面に集中している。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。釘が出土しており、箱棺を用い

た可能性が考えられるが、棺材そのものは出上していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推

定される。

BttSZ 7墓境 (第 9・ 132・ 133図、写真図版 2・ 37)

-12-
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l B区墓域

〔位置・重複〕I D84グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSZ12が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-7° 一Eである。規模は、開口部径135× 102cm、 深

さ32cmを 浪↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出土した。頭蓋骨は北側に位置する。遺存状態が悪く、顔面の向きな

どは不明である。その南側には左右の下肢骨が、ほぼ平行な位置関係で底面に確認されている。

〔出土遺物〕銅銭11点 (150～ 160)、 煙管 (2012・ 2157)、 箱金具 3点 (2588～ 2590)が出上した。銅銭

の銭種は、古寛永 4、 新寛永背文 1、 新寛永無背 6である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの仰臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ 8墓帳 (第 9図、写真図版 2・ 37)

〔位置 。重複〕Ⅱ D73グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南側にSZ30が隣接する。

〔形状・規模〕墓壌の平面型は正方形で、長軸方向はN-68° 一Wである。規模は、開口部径60× 49cm、

深さ12cmを 測る。墓娠内には木箱が納められており、その大きさは縦47cm、 横36cm、 深さ10cmである。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨などが出土しているが、各部位は遊離しており、解剖学的位置関係は留

めていない。 2次的にまとめられたものとみられる。

〔出土遺物〕煙管 (2013・ 2158)、 煙管吸口 (2159)、 柄鏡 (2312)、 刃物 ?(2474)、 和鋏 (2503)、 鉄銭

23g、 鉄釘151gが出土した。鉄銭は3～ 4枚が錆に覆われ固着した状態であった。銭名は判読不能だ

が、形状 ,大 きさから寛永鉄一文銭とみられる。煙管はVc類に属する。柄鏡は柄の部分が付け根から

失われている。

〔性格・時期〕人骨の出土状況から、再葬墓と考えられる。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。

副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ 9墓境 (第 10図、写真図版 2・ 38)

〔位置・重複〕Ⅱ D83グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕墓墳の平面型は正方形で、長軸方向はN-4° 一Wである。規模は、開口部径79× 72cm、

深さ13cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨が墓壊の中央付近に出土した。

〔出土遺物〕土製人形 (2708)が出土した。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。鑑定によ

ると、被葬者は幼児で、性別は不明である。副葬品から近世の墓竣と考えられるが、埋葬時期の詳細

は不明である。

BttSZ1 0墓娠 (第 10。 133図、写真図版 2・ 38)

〔位置・重複〕工D74グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-20° 一Eである。規模は、開田部径149× 97cm、 深さ

69cmを 淑↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・上肢骨・下肢骨が出上した。頭蓋骨は北側に位置し、左狽1を 下にして顔面は南

を向く。左右の上腕骨は離れた位置にあり、ほぼ平行している。下肢骨は折り曲げた状態で、膝は東

-14-
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l B区墓域

を向 く。

〔出土遺物〕銅銭 8点 (161～ 168)、 煙管 (2014・ 2160)が出土した。銅銭の銭種は、元佑通賓 1、 古寛

永 2、 新寛永背文 5である。煙管はⅢa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。出土銭貨から、埋葬時期は17世

紀後葉と考えられる。

BttSZll墓娠 (第 11図、写真図版 2・ 38)

〔位置 。重複〕Ⅱ D83グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向は、N-47° 一Wである。規模は、開回部径83× 72cm、 深さ

60cmを 浪↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出土した。下肢骨は折り曲げた状態で底面直上にあり、頭蓋骨がその

上に重なった状況であった。頭蓋骨は墓媛の南側に位置し、顔面は南を向いていた。

〔出土遺物〕煙管 (2015'2161)、 和鋏 (2504)、 陶器平碗 (2709)、 釘102gが出上した。煙管はⅣb類 に

属する。釘には本質が付着していた。2709は 19世紀代の大堀相馬産である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は20代前半の壮年女性である。人骨の出土状況

から、遺体は正座の姿勢で南向きに埋葬されたと考えられる。副葬品から、埋葬時期は19世紀代と考

えられるが、詳細は不明である。

BttSZ1 2墓 墳 (第■ ,133・ 134図、写真図版3)

〔位置 。重複〕工D84グ リッドに位置する。北西側でSZ13と 重複する。北東側にSZ 7が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向は、N-34° ―Eである。規模は、開口部径115× 73cm、 深

さ15cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出上した。頭蓋骨は墓墳の北側に位置し、顔面は西向きであった。下

肢骨は、膝を西側に向けた状態であった。

〔出土遺物〕銅銭11点 (169～ 179)が 出土した。銭種は、古寛永 3・ 新寛永背文 1,新寛永無背 7であ

る。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は幼児で性別は不明である。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は

18世紀前葉と推定される。

BttSZ1 3墓 娠 (第 12・ 134・ 208図、写真図版3)

〔位置 。重複〕Ⅱ D83・ 84グ リッドに位置する。南東側でSZ12、 北東側でSZ34と重複する。北側にS

Z■、西側にSZ26が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-50° ―Wである。規模は、開口部径162× 116cm、 深

さ26cmを 波よる。

〔出土人骨〕遺存状態が良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面

は西向きであった。その南狽1に は上腕骨のほか胸郭・杏柱なども確認している。下肢骨は折り曲げた

状態で、膝は南西方向を向いていた。

〔出土遺物〕銅銭 8点 (180～ 185。 1951・ 1952)が 出土した。銭種は、元豊通賓 1・ 新寛永背文 2。 新
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l B区墓域

寛永無背 6である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ1 4墓 境 (第 12・ 134図 、写真図版 3・ 38)

〔位置・重複〕I D64グ リッド南半に位置する。重複する遺構はない。南側にSZ 3、 南東側にSZ 4が

隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-75° ―Wである。規模は、開口部径127× 122cm、 深

さ65cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出土したと人骨はほとんど墓壊の中央付近に集中していた。頭蓋骨は

下肢骨の北側で、顔面を底面に付けた状態であった。下肢骨は折り曲げて、膝を上に向け底面から立

ち上がった状態であった。

〔出土遺物〕銅銭 9点 (186～ 194)、 煙管 (2016・ 2162)、 小柄 (2405)、 磁器皿 (2710)が出土した。銅

銭の銭種は、熙寧元賓 1・ 古寛永 6・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背 1である。煙管はⅢb類に属する。磁

器は肥前産で、17世紀前半のものと考えられる。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ1 5墓 壊 (第 13・ 134・ 135図 、写真図版 3・ 38)

〔位置・重複〕I D73グ リッド南西部分に位置する。重複する遺構はない。北東側にSZ47、 南西側に

SZ59、 西側にSZ101が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-33° 一Eである。規模は、開田部径99× 75cm、 深さ

85cmを 沢Jる 。

〔出土人骨〕頭蓋骨・上肢骨・下肢骨が出上した。頭蓋骨は形状を留めていない。下肢骨は折り曲げ、

膝を上に向け底面から立ち上がった状態であった。

〔出土遺物〕銅銭17点 (195～211)、 煙管吸口 (2163)、 ガラス鏡 (2352)、 刃物 (2406・ 2407)、 警 (2563・

2564)、 火打金 (2621)、 磁器紅皿 (2711)、 鉄銭 9gが出土した。銅銭の銭種は、古寛永 4・ 新寛永背

元 1,新寛永無背 9・ 不明 3である。鉄銭は3枚程度とみられる。固着し錆に覆われた状態であった

ため銭名は判読できないが、形状 。大きさから寛永鉄一文と考えられる。24061ま刃部、2407は柄部で

あり、同一個体とみられるが接合はしない。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ1 6墓 損 (第 13図、写真図版 3・ 39)

〔位置 。重複〕Ⅱ D73・ 83グ リッド南部に位置する。重複する遺構はない。北側にSZ81,31・ 107、 南

狽1に SZ43・ 69が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-80° 一Wである。規模は、開口部径132× 93cm、 深

さ67cmを 預↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨。その他が遺構の中央付近に出上した。
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l B区墓域

〔出土遺物〕和鋏 (2505)、 鉄銭10g、 鉄釘82gが出土した。和鋏と鉄銭は固着した状態であった。鉄銭

は錆に覆われ銭名の判読ができないが、形状から仙蔓通賓と考えられる。釘には木質部分が付着して

いた。紅皿は肥前産で、19世紀前半～中頃のものである。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は小児で性別は不明である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

BttSZ1 7墓 娠 (第 14。 208図、写真図版 3,39)

〔位置 。重複〕正D94グ リッド西半部に位置する。重複する遺構はない。西側にSZ75が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-20° ―Eである。規模は、開口部径128× 103cm、 深

さ45cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出土した。頭蓋骨は北側に位置し、顔面は西向きであった。下肢骨は

折り曲げ、膝を北西へ向けた状態であった。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (1953～ 1955)、 和鋏 (2506)、 鉄釘171gが出土した。銅銭の銭種は、古寛永 1・

新寛永背文 1・ 新寛永無背 1である。釘には木質部分が付着していた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。釘の出土から、埋葬時に箱棺を

用いた可能性が考えられるが、棺材そのものは出上していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉

と推定される。

BttSZ1 8墓娠 (第 14・ 135図 、写真図版 3・ 39)

〔位置 。重複〕Ⅱ D84グ リッド北西部に位置する。北西側でSZ19、 南西側でSZ34と 重複する。

〔形状・規模〕新期の墓墳に削平されており正確な形状・規模は不明であるが、残存部から平面形は

正方形に近いと推定される。残存部の壁長は63cm、 深さ9 cmを測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出上した。頭蓋骨は西側に位置する。下肢骨は折り曲げ、膝を西に向

けた状態であった。

〔出土遺物〕銅銭 4′点 (212～215)、 煙管 (2017・ 2164)、 鉄銭16gが出上した。銅銭の銭種は、政和通

賓 1・ 新寛永無背 2・ 寛永不明 1である。銭貨はこの他にも鉄銭 6～ 7枚 と銅銭 2枚が錆で固着した

状態で出上しているが、分離できないため銭種は不明である。鉄銭は形状 。大きさから寛永鉄一文と

みられる。煙管はⅣa～ Ⅳb類 に属する。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。埋葬時には体をかなり無理な資

勢まで曲げて縮めたようである。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ1 9墓 境 (第 15・ 135図、写真図版 3・ 39)

〔位置 。重複〕Ⅱ D83・ 84グ リッドに位置する。北東側でSZ20、 南東側でSZ18と重複する。

〔形状・規模〕掘り方が確認できたのは東壁のみであり、墓娠全体の形状・規模は不明である。

〔出土人骨〕遺存状態が良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は北に位置する。脊柱を

挟んで、左右の上腕骨が離れた位置にある。大腿骨は左右とも脊柱と同じ方向へ伸びるが、膝から先

を約90° の角度に折り曲げており、足先は東側にある。

〔出土遺物〕,同銭 7点 (216～222)、 煙管 (2018・ 2165)が出土した。銅銭の銭種は、古寛永 2、 新寛永
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l B区墓域

無背 5である。煙管はVa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ20墓境 (第 15。 135。 136図、写真図版4)

〔位置・重複〕Ⅱ D74グ リッドに位置する。南西側でSZ19と 重複する。西側にSZ21・ 22、 南側にSZ18

が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-0° 一Eである。規模は、開回部径146× 92cm、 深さ

35cmを 沢↓る。

〔出土人骨〕全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は北側に位置し、顔面は東を向く。上肢骨は

肘を折り曲げている。下肢骨は折り曲げ、膝を東に向けた状態である。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (223・ 224)が出上した。銭種は、永柴通賓 1・ 不明 1である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は若年女性である。人骨の出土状況から、遺徐

は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀前

葉と推定される。

※調査時のミスで、当初は上半身部分と下半身部分 (BttSZ40と して登録。後に抹消。)を 別遺構とし

て記録・取り上げを行った。図面は合成したものを掲載しているが、写真は2枚に分かれている。

BttSZ21墓墳 (第 16・ 136図 、写真図版 3・ 39)

〔位置・重複〕工D73・ 83グ リッドに位置する。北西側でSZ41、 南側でSZ22と 重複する。東側にSZ

19。 20、 南側にSZllが位置する。

〔形状・規模〕重複するSZ22と 同時に掘り上げてしまったため、南壁は確認できなかった。東西壁間

イよ93cm、 深さイよ38cmを 沢↓る。

〔出土人骨〕全身の骨格がほぼ揃って出土した。出上位置は墓壊の北側に集中している。下肢骨は折

り曲げ膝を東へ向けた状態で、左右の下肢骨の間に頭蓋骨が位置する。

〔出土遺物〕銅銭 (225)、 煙管 (2019・ 2166)、 鉄銭14g、 鉄釘98gが出上した。銅銭は新寛永無背であ

る。銭貨はこの他にも銅銭 1枚が出土しているが、鉄銭とともに錆に覆われ分離できないため、銭種

は不明である。鉄銭は銭名の判読ができないが、大きさから、寛永鉄四文とみられる。煙管はVb類

に属する。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は東向きの座位で埋葬されたと考えられる。釘の出土から、箱棺を用いた可能性が考えられるが、

棺材そのものは出土していない。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定される。

BttSZ22墓境 (第 16・ 186図 、写真図版 3,39)

〔位置 。重複〕工D73・ 88グ リッドに位置する。北側でSZ21と重複する。東側にSZ19'20、 南側にS

Zllが位置する。

〔形状・規模〕重複するSZ21と 同時に掘り上げてしまったため、北壁は確認できなかった。東西壁間

イよ93cm、 深さは38cmを 測る。

〔出土人骨〕全身の骨格がほぼ揃って出上した。出上位置は墓壊の南側に集中している。下肢骨は折
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り曲げ底面から立ち上がった状態であり、左右の下肢骨の間に頭蓋骨を確認している。

〔出土遺物〕銅銭10点 (226～235)、 煙管 2点 (2021・ 2168、 2020。 2167)、 金具 4点 (2591。 2592・

2593・ 2594)、 火打金 (2622)が出土した。銅銭の銭種は、新寛永背文 1、 新寛永無背 9である。煙管

2021は Vb類、2020は Vd類に属する。

〔Jl■格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ23墓墳 (第 17'136図 、写真図版 4・ 39)

〔位置。重複〕I D94グ リッドに位置する。B区の墓壌の中では最も南に位置する。重複する遺構はな

い。北側にSZ l。 47が隣接する。

〔形状・規模〕検出時に墓墳のプランを確認することができず、周辺を面的に掘り下げていく過程で

人骨を確認した。そのため、墓墳の形状・規模は不明である。

〔出土人骨〕頭蓋骨。上半身の骨格の一部が出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、顔面は東側を向く。

脊柱を挟んで離れた位置に左右の上肢骨がみられる。

〔出土遺物〕銅銭11点 (236～246)、 煙管 (2022・ 2169)、 小柄 (2408)、 不明鉄製品 (2643)が出土した。

銅銭の銭種は、古寛永 6・ 新寛永背文 5である。煙管はⅢd類 に属する。2643は環状を呈するが、用途

は不明である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年～老年の男性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は

17世紀後葉と推定される。
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l B区墓域

BttSZ24墓墳 (第 18'186・ 137図、写真図版 4。 40)

〔位置。重複〕I D95グ リッドに位置する。西側でSZ38と 重複する。東側にSZ89、 北側にSZ90が隣接

する。

〔形状・規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-2° 一Wである。規模は、開口部径98× 85cm、 深さ

2 cmを測る。ただし遺構の上部は大きく削平を受けており、確認できたのは残存部分のみである。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出土した。頭蓋骨以外に上半身の骨格は確認できなかった。頭蓋骨は墓

墳の北側に位置し、顔面は西の方角を向く。下肢骨は折り曲げ、膝を西へ向けた状態である。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (247～252)、 煙管 (2023。 2170)が出上した。銅銭の銭種は、古寛永 3・ 新寛永

背文3である。煙管はⅢb類 に属する。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀

後葉と推定される。

BttSZ25墓墳 (第 18・ 137図、写真図版 4・ 40)

〔位置・重複〕I D83グ リッドに位置する。東側でSZ26と 重複する。西側にSZ43、 北側にSZ 9が隣接

する。

〔形状。規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-13° 一Eである。規模は、長軸方向が120cm、 短軸方

向の残存値が76cm、 深さ10cmを 測る。

〔出土人骨〕墓寝の中央付近で頭蓋骨の一部を確認した。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (253・ 254)、 煙管 (2024・ 2171)、 円鏡 (2303)、 刀子 (2409)が出土した。銅銭

は2点 とも古寛永である。煙管は工a類に属する。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は幼児で性別は不明である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀中葉と推定される。

BttSZ26墓境 (第 19図、写真図版 4・ 40)

〔位置・重複〕工D83グ リッドに位置する。西側でSZ25を切る。東側にSZ13が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-56° ―Eである。規模は、長軸方向が75cm、 短軸方

向の残存値が62cm、 深さ34cmを 測る。

〔出土人骨〕下肢骨の一部が出上したのみである。

〔出土遺物〕方形鏡 (2342)、 刃物の柄部 (2410)、 鉄銭68gが出上した。鉄銭は固着し錆に覆われてい

るため正確な内容は不明だが、枚数は15枚程度で、大きさから、寛永鉄四文銭を含むとみられる。
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l B区墓域

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は3～ 4歳の幼児で性別は不明である。人骨の

遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定さ

れる。

BttSZ27墓墳 (第 19。 137・ 138図、写真図版 4・ 40)

〔位置・重複〕Ⅱ D82グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-12° ―Wである。規模は、開口部径77× 66cm、 深さ

22cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出上した。頭蓋骨は墓壊の北側に、下肢骨は南側に位置する。下肢骨

は底面からほぼ直立した状態であった。

〔出土遺物〕銅銭24点 (255～ 279、 ただし2731ま 欠番)、 煙管 (2025・ 2172)、 刃物 (2411)、 毛抜き(2542)、

鉄銭54gが出上した。銅銭の銭種は、果寧元賓 1・ 古寛永 7・ 新寛永無背15。 寛永不明 1である。煙

管はⅣb類 に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年の女性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ28墓墳 (第 20・ 138図 、写真図版 4・ 40)

〔位置。重複〕I D93グ リッドに位置する。重複する遺構はないが、北側を攪乱に削平されている。北

西側にSZ33、 西側にSZ75が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-12° ―Wである。規模は、開口部径146× 116cm、 深

さ38cmを 波よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出上した。頭蓋骨は墓壊の北側に位置し、顔面は西の方角を向く。下

肢骨は折り曲げ、膝を西へ向けた状態であった。

〔出土遺物〕銅銭11′点 (280～290)、 柄鏡 (2313)、 和鋏 (2507)、 鉄釘58gが出土した。銅銭の銭種は、

古寛永 3、 新寛永背文 2、 新寛永無背 5、 寛永不明 1である。釘には木質部分が付着していた。箱棺

を用いた可能性が考えられるが、棺材そのものは出土していない。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ29墓墳 (第20図 、写真図版4)

〔位置・重複〕Ⅱ D93グ リッドに位置する。西側でSZ97と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-54° 一Eである。規模は、開口部径82× 78cm、 深さ

28cmを 沢よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出土した。出上位置は密集し、一部は重なり合う状態であった。下肢

骨は折り曲げ、膝を上にして底面に直立した状態であった。頭蓋骨は、左右の下肢骨の間に確認した。

〔出土遺物〕鉄銭146g、 釘40gが出土した。釘には木質部分が付着していた。鉄銭は固着し錆に覆わ

れ正確な内容は不明だが、枚数は15枚程度とみられる。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。釘の出土から箱構を用いた可能性も考えられるが、構材そ
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l B区墓域
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l B区墓域

のものは出土 していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉 と推定 される。

BttSZ30墓帳 (第 21・ 138・ 139図 、写真図版 5。 40)

〔位置 。重複〕正D73グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北側にSZ30が隣接する。

〔形状・規模〕遺構の大半は削平を受けており、確認できたのは北壁の一部のみである。深さ25cmを

測 る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出土した。頭蓋骨は南側に位置する。その北側には左右の下肢骨がほ

ぼ平行した位置関係にある。

〔出土遺物〕銅銭11点 (291～301)、 煙管 (2026・ 2173)、 鉄釘 5gが出土した。銅銭の銭種は、新寛永

無背10・ 不明 1である。煙管はⅣb類に属する。雁首には布が付着していた。釘には木質部分が付着

していた。墓壊の北側には人頭大の礫数点が出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を南にして、横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推

定される。

BttSZ31墓娯 (第21図 、写真図版 5。 41)

〔位置・重複〕I D73グ リッドに位置する。北西側でSZ81・ SZ107、 南東側でSZ41と 重複する。北東

側にはSZ30が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-35° 一Eである。規模は、開田部径72× 72cm、 深さ

55cmを 測る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好であり、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は頭頂部を南

にして、顔面を底面に付けた状態である。頭蓋骨の位置からは頸椎・胸椎が連なった状態であった。

その直下には下肢骨が折り曲げた状態で確認されている。

〔出土遺物〕煙管雁首 (2027)、 刃物 (2412)、 硯 (2712)、 鉄銭124g、 鉄釘251gが出上した。釘には木

質部分が付着していた。鉄銭は固着し錆に覆われているため内容を正確に把握できないが、枚数は20

枚程度で、形状から仙蔓通賓を含むとみられる。煙管はⅥ類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は南向きの座位で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

BttSZ32墓墳 (第22図、写真図版 5。 41)

〔位置・重複〕I D85グ リッドに位置する。西側でSZ36と 重複する。北側にSZ57が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-0° 一Eである。規模は、開口部径145× 123cm、 深さ

13cmを 波↓る。

〔出土人骨〕遺存状態は良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は北西側に位置し、そこか

ら脊柱が連なった状態で伸びている。上肢骨は左右とも、肘をやや開き気味に折 り曲げた状態であ

る。下肢骨は完全に折り曲げており、膝を北へ向けている。

〔出土遺物〕煙管 (2028・ 2174)、 金具 (2595)が出土した。煙管はⅣa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を西にして、北東きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬品から近世の墓墳と考えら

れるが、埋葬時期の詳細は不明である。
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l B区墓域

BttSZ33墓墳 (第22図 、写真図版 5'41)

〔位置・重複〕I D84グ リッドに位置する。重複する遺構はないが、東側を攪乱に削平されている。南

側にSZ34,南西側にSZ28が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-47° ―Wである。規模は、長軸89cm、 短軸方向の残

存値が73cm、 深さ57cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出上した。出上位置は墓崚の北側に集中している。頭蓋骨は顔面が南

を向く。

〔出土遺物〕警 (2565)、 刃物 (2413)、 鉄釘161gが出上した。警には毛髪が付着していた。釘には木質

部分が付着していた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は若年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から箱構を用いた可能性も考えられるが、棺材そのも

のは出上していない。副葬品から、近世の墓媛と考えられるが、埋葬時期の詳細は不明である。

BttSZ34墓娠 (第 23・ 139図、写真図版 5。 41)

〔位置・重複〕Ⅱ D84グ リッドに位置する。北側でSZ18、 南西側でSZ13と 重複する。西側にはSZllが

隣接する。

〔形状・規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-30° ―Wである。規模は、開田部径89× 65cm、 深さ

21cmを 浪よる。

〔出土人骨〕人骨片が少量出上したのみである。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (302～304)、 金具 (2644)が 出土した。銅銭は3点 とも永築通費である。金具は

銅製で、環状を呈する。使用方法など詳細は不明である。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。鑑定に

よると、被葬者は未成人で性別は不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀前葉と推定される。

BttSZ35墓境 (第 23・ 139図 、写真図版 5)

〔位置・重複〕I D75グリッドに位置する。南西側でSZ88と 重複する。東側にSZ45'103、 南側にSZ

87、 西側にSZ44が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-85° 一Eである。規模は、開口部径112× 104cm、 深さ

21cmを 波」る。

〔出土人骨〕なし。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (305～311)が出上した。出上位置は墓壊の中央付近に集中する。銅銭の銭種は、

古寛永 2・ 新寛永背文 2・ 新寛永無背 3である。

〔性格・時期〕人骨は出上していないが、出土遺物・周辺の状況などから墓墳と考えられる。副葬銭

から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ36墓境 (第 23・ 208図、写真図版 5)

〔位置・重複〕I D85グ リッドに位置する。東側でSZ32と 重複する。北側にはSZ57・ 39,93が隣接す

る。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-35° 一Eである。規模は、長軸方向が121cm、 短軸方

向の残存値が103cm、 深さ27cmを 測る。
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l B区墓域

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出土した。頭蓋骨は墓城の北側に位置し、顔面は西を向く。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (1956～ 1961)が 出上した。銅後の銭種は、永楽通賓 1・ 古寛永 4・ 新寛永背文

1である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は幼児で性別は不明である。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は

17世紀後葉と推定される。

BttSZ37墓娠 (第 24・ 139・ 140図、写真図版 5'41)

〔位置。重複〕I D85グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南東側にSZ48、 北西側にSZ71が隣

接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-90° 一Eである。規模は、開口部径104× 89cm、 深さ57

cmを浪よる。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は墓娯の中央付近

に位置し、頭頂部を西、顔面を下に向けている。頭蓋骨の位置からは頚椎・胸椎などの脊柱が連なっ

た状態で残存している。頭蓋骨は底面よりも高い位置にあり、直下に下肢骨の一部が重なる。下肢骨

は左右とも膝を折り曲げ、底面から急な角度で立ち上がった状態である。左右の膝はそれぞれ反対方

向を向き、開脚した足の間に頭蓋骨が挟まった状態である。

〔出土遺物〕銅銭12点 (312～323)、 煙管 (2029。 2175)、 刃物 (2414)、 刃物 ?(2492・ 2475)が出土し

た。銅銭の銭種は、永築通賓 1・ 古寛永 5。 新寛永背文 1・ 新寛永無背 1・ 寛永不明 3・ 不明 1であ

る。煙管はⅢb類 に属する。刃物2492・ 2475は 同一個体と思われるが、接合しない。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は西向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定され

る。

BttSZ38墓娯 (第 24・ 140図、写真図版 6)

〔位置・重複〕Ⅱ D95グ リッドに位置する。東側でSZ14と 重複する。北東側にSZ90、 北側にSZ53、 北

西側にSZ52が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-66° ―Wである。規模は、開口部径149× 110cm、 深

さ30cmを 沢よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨を墓墳の北側、下肢骨をその南東側のやや離れた位置に確認している。遺存状態

はあまり良くない。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (324～ 326)、 鉄銭12gが出上した。銅銭の銭種は、新寛永背文 1・ 新寛永無背

2である。鉄銭は、寛永鉄一文とみられるが、錆による固着のため枚数は不明である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年で性別は不明である。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして東向きの横臥姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18

世紀中葉以降と推定される。
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l B区墓域

BttSZ39墓娠 (第25図、写真図版 6・ 41)

〔位置 。重複〕I D75。 85グ リッドに位置する。北東側でSZ93と重複する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-53° ―Wである。規模は、長軸方向が93cm、 短軸方

向の残存値が87cm、 深さ20cmを 測る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は墓娠の北狽1に位

置し、顔面は東を向く。頭蓋骨の付近からは脊柱が連なった状態で残存し、寛骨へとつながる。右上

腕骨は胸椎の直上にあり、胸椎とほぼ平行に伸びている。肘は約45° の角度で折り曲げている。下肢

骨は膝を北へ向け折り曲げた状態であった。

〔出土遺物〕煙管 (2030・ 2176)、 鉄釘25gが出上した。煙管はⅣb類 に属する。釘には木質部分が付着

していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。釘の出土から、埋葬に箱構を用

いた可能性が考えられるが、棺材そのものは出上していない。副葬品から、近世の墓媛と考えられる

が、詳細は不明である。

BttSZ40墓 渡 欠呑

BttSZ41墓墳 (第25図 、写真図版 6・ 41)

〔位置・重複〕Ⅱ D73グ リッド南東に位置する。南東側でSZ22、 北西側でSZ31と 重複する。北側にS

Z30が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-50° ―Wである。規模は、開口部径115× 102cm、 深さ

30cmを 沢よる。

〔出土人骨〕墓墳の中央に上顎骨と下顎骨の一部が出土した。

〔出土遺物〕柄鏡 (2314)、 鉄銭63gが出土した。鉄銭は複数枚が固着し錆に覆われているため正確な内

容は不明だが、枚数は15枚程度とみられ、主に寛永鉄一文銭で構成される。柄鏡は、柄部が根元から

折れ失われていた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると被葬者は2歳前後の幼児で、性別は不明である。副葬銭

から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ42墓娠 (第 26。 140図 、写真図版 6・ 42)

〔位置・重複〕Ⅱ D73グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSZ64、 南側にSZ15が隣接す

る。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-22° 一Eである。規模は、開回部径121× 121cm、 深さ

92cmを 波よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。出土位置は墓墳の中央に集中している。下肢骨は底面から

立ち上がった状態であった。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (327～333)、 煙管 (2031・ 2178)、 煙管雁首 (2177)、 鍵状鉄製品 (2645)、 釘458

gが出土した。銅銭の銭種は、唐國通賓 1、 古寛永 2、 新寛永背文 1、 新寛永無背 3である。煙管は

Ⅳa類に属する。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺
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体は座屈姿勢で埋葬 されたと考えられる。釘の出土か ら、箱棺 を用いた可能性 も考えられるが、棺材

その ものは出上 していない。副葬銭か ら、埋葬時期は18世紀前葉 と推定 される。

BttSZ43墓境 (第26図 、写真図版 6・ 42)

〔位置。重複〕Ⅱ D83グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南東側にSZ25、 西側にSZ69が隣接

する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-64° 一Wである。規模は、開田部径114× 104cm、 深

さ53cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。

〔出土遺物〕煙管 (2032・ 2179)、 円鏡 (2304)、 警 (2566)、 磁器端反小杯 (2713)、 鉄銭20g、 鉄釘38g

が出上した。煙管は工a類 に属する。警には頭髪が付着していた。鉄銭は錆のため詳細不明である

が、寛永鉄一文銭を含むとみられる。釘には木質部分が付着していた。

〔性格 。時期〕鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、埋葬時の状況な

ど詳細は不明である。釘の出土から、箱棺を用いた可能性が考えられるが、棺材そのものは出土して

いない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ44墓墳 (第 27・ 140。 141図 、写真図版 6・ 42)

〔位置・重複〕Ⅱ D74・ 75グ リッドに位置する。南西側でSZ85と 重複する。東側にSZ35、 南東側にS

Z102、 西側にSZ 4が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-9① ―Wである。規模は、開田部径142× 140cm、 深

さ44cmを 波よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨が出土した。

〔出土遺物〕銅銭14点 (334～ 348、 341は 久番)、 煙管 (2033・ 2180)、 鉄釘33gが出土した。釦銭の銭種

は、古寛永 3,新寛永背文 2。 新寛永無背 8・ 不明 1である。煙管はVa類に属する。釘には本質部

分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から、箱棺を用いた可能性が考えられるが、棺材その

ものは出上していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ45墓娠 (第27図 、写真図版 6・ 42)

〔位置・重複〕Ⅱ D75グ リッドに位置する。SZ103の 直上にあり、SZ103を切る。南側にSZ87、 西側に

SZ35が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-84° ―Eである。規模は、開田部径134× 11lcm、 深

さ35cmを 波よる。

〔出土人骨〕なし。

〔出土遺物〕金具類 (2596・ 2597)、 鉄銭 5g、 鉄釘92gが出上した。鉄銭は 1～ 2枚 とみられるが、錆

のため正確な枚数・銭種は不明である。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕人骨は出土していないが、出土遺物と周囲の状況から墓墳と考えられる。副葬銭から、

埋葬時期は18世紀中葉以降と推定される。
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l B区墓域

BttSZ46墓境 (第28図 、写真図版 6・ 42)

〔位置・重複〕工D94グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状。規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-35° 一Eである。規模は、開口部径128× 87cm、 深さ

27cmを 預↓る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は最も北側に位置

し、頭頂部は北、顔面は下を向く。上腕骨は左右ともやや外側に開き、肘は曲げた状態である。手の

骨は残存しないが、撓骨・尺骨の位置から考えると、ちょうど胸のあたりにあったと考えられる。下

肢骨は膝を完全に折り曲げ、両足を胴体に密着させた格好である。膝頭は頭蓋骨の方を向いている。

〔出土遺物〕毛抜き(2543)が出土した。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、伏臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭がなく、埋葬時期は不明である。

BttSZ47墓娠 (第 28・ 141図 、写真図版 7・ 42)

〔位置・重複〕Ⅱ D94グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSZ lが隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-58° ―Eである。規模は、開口部径92× 77cm、 深さ

56cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出上した。頭蓋骨は墓娠の西側に位置し、頭頂部は北、顔面は東を向

く。左右の上腕骨が頭蓋骨を挟んで平行な位置にある。

〔出土遺物〕銅銭 8点 (349～356)、 煙管雁首 (2034)力S出土した。銅銭の銭種は、古寛永 4・ 新寛永背

文 1,新寛永無背 3である。煙管はⅡc類 に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は東向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定され

る。

BttSZ48墓娠 (第 29。 141・ 142図 、写真図版 7・ 42)

〔位置 。重複〕Ⅱ D85グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北側にSZ32・ 36、 北西側にSZ37、

南西側にSZ90が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-84° 一Wである。規模は、開回部径145× 142cm、 深

さ44cmを 測る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は墓墳の北側に位

置し、顔面は東を向く。頭蓋骨付近から脊椎が南へ向けて連なる。右上腕骨は脊柱とほぼ平行し、肘

から先を約60° に曲げている。右携骨・尺骨は脊柱の直上を通り、手の位置はちょうど胸の前となる。

下肢骨は、膝を折り曲げた状態で、膝頭は東を向いている。

〔出土遺物〕銅銭16′点 (357～372)、 柄鏡 (2315)、 刃物 (2415～ 2417)、 火打金 (2623)、 鉄釘83gが出土

した。銅銭の銭種は、古寛永 8'新寛永背文 2・ 新寛永無背 4・ 寛永不明2である。柄鏡は柄の部分

が折れ失われていた。釘には木質部分が付着していた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。
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BttSZ49墓 娘 (第29図 、写真図版 7・ 43)

〔位置・重複〕Ⅱ D75。 85グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南西側にSZ71が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-4° ―Wである。規模は、開口部径157× 141cm、 深さ

59cmを 浪!る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出上した。頭蓋骨は墓城の北側に位置し、顔面は東を向く。下肢骨は南

側のやや離れた位置にある。膝を折り曲げ、膝頭を北西に向けている。

〔出土遺物〕煙管 (2035。 2181)が出土した。煙管はⅢc類 に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬品から近世の墓媛と考えら

れるが、埋葬時期の詳細は不明である。

BttSZ50墓境 (第 30。 142図、写真図版 7・ 43)

〔位置・重複〕工D72グ リッドに位置する。南西側でSZ80、 北東側でSZ84・ 99と 重複する。東側にS

Z51、 西側にSZ73が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-3° 一Eである。規模は、開田部径144× 136cm、 深さ

36cmを 浪よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨と部位不明の骨片が少量出上した。頭蓋骨は北側、その他の骨はやや南側に離れ

て出土 した。

〔出土遺物〕銅銭 5点 (373～377)、 煙管 (2036・ 2182)、 円鏡 (2305)が出土した。銅銭の銭種は、古

寛永 1・ 新寛永無背 1・ 寛永不明3である。煙管はⅣa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年で、性別は不明である。人骨の遺存状態

が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ51墓 墳 (第 30。 142・ 143図 、写真図版 7)

〔位置 。重複〕正D72グ リッドに位置する。北東側でSZ101と 重複する。東側にSZ59、 北側にSZ84、

西側にSZ50が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-24° ―Eである。規模は、開口部径106× 91cm、 深さ22

cmを浪よる。

〔出土人骨〕部位不明の人骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕銅銭18′点 (378～395)が出上した。銭種は、古寛永 2・ 新寛永無背16である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は幼児で、性別は不明である。人骨の遺存状態

が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前棄と推定される。

BttSZ52墓 境 (第 31・ 143図、写真図版 7・ 43)

〔位置。重複〕Ⅱ D95グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南側にSZ l、 南西側にSZ38、 北東

側にSZ53が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-10° 一Eである。規模は、開口部径121× 97cm、 深さ

24cmを 波よる。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は最も北に位置し、

顔面は東を向く。上腕骨は体幹を軸に左右対称の離れた位置にある。下肢骨は膝を折り曲げている
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が、左右の大腿骨は重なっている。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (396～401)、 煙管 (2037・ 2183)、 志野菊皿 (2714)が出土した。銅銭の銭種は、

古寛永 3,新寛永背文 1・ 新寛永無背 2である。煙管はⅣa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの仰臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ53墓 娠 (第 31。 143図、写真図版7)

〔位置・重複〕Ⅱ D85グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-40° 一Eである。規模は、開田部径180× 150cm、 深

さ51cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・上肢・下肢骨の一部が出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、顔面は西を向く。上

腕骨は左右が離れた位置にある。大腿骨も左右が逆方向へ廷びた開脚姿勢であり、膝は完全には曲が

らず、「く」の字状となっている。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (402～407)が出土した。銭種は、古寛永 1・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背 2・ 寛

永不明 1・ 不明 1である。銅銭は、頭骨付近で出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、仰臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推

定される。

BttSZ54墓境 (第 32・ 143・ 144図 、写真図版7)

〔位置・重複〕工D72・ 82グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南東側にSZ55が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-18° ―Eである。規模は、開口部径98× 94cm、 深さ30

cmを測る。

〔出土人骨〕人骨片が少量出上した。

〔出土遺物〕銅銭16点 (408～423)が出土した。銭種は、開元通費 1・ 皇宗通賓 1・ 古寛永 3・ 新寛永

背文 6・ 新寛永無背 5である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は2～ 3歳の幼児で、性別は不明である。人骨

の遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定

される。

BttSZ55墓娘 (第 32・ 144図、写真図版 8,43)

〔位置・重複〕Ⅱ D82グ リッドに位置する。重複する遺構はないが、南偵1が攪乱を受けている。北西

側にSZ54が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-55° 一Wである。規模は、長軸方向70cm、 短軸方向

の残存値が43cm、 深さ24cmを 測る。

〔出土人骨〕なし。

〔出土遺物〕銅銭11′点 (424～433、 428は 2枚溶着)、 柄鏡 (2316)が出上した。銅銭の銭種は、古寛永

1・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背 7・ 不明 2である。柄鏡は、柄の部分が折れて失われていた。

〔性格・時期〕人骨は出上していないが、出土遺物と周囲の状況から墓壊として登録した。副葬銭か
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l B区墓域

ら、埋葬時期は18世紀前葉 と推定 される。

BttSZ56墓娠 (第 32・ 144・ 145図、写真図版 8・ 43)

〔位置 。重複〕正D76・ 86グ リッドに位置する。重複する遺構はない。西側にSZ39,93が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-17° ―Wである。規模は、開口部径124× 124cm、 深

さ89cmを 瀕↓る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は遺構の中央付近

に位置し、底面よりも高いレベルにある。頭頂部は南東に、顔面は下に向いている。頭蓋骨付近から

下方へ向かって脊柱が連なる。下肢骨は左右とも膝を曲げ、底面から立ち上がり、頭蓋骨を挟むよう

に左右に開いている。

〔出土遺物〕銅銭19点 (434～452)、 煙管 (2038・ 2184)、 円鏡 (2306)、 小柄 (2418)が出土した①銅銭

の銭種は、永架通賓 1・ 古寛永 9。 新寛永背文 2・ 新寛永無背 7である。煙管はⅢd類 に属する。遺

物は主に人骨の正面の位置に出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は南向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定され

る。

BttSZ57墓 娠 (第 33・ 34・ 145～ 147図、写真図版 8・ 43・ 44)

〔位置 。重複〕Ⅱ D75,76グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-60° 一Wである。規模は、開口部径165× 156cm、 深

さ105cmを 測る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、

頭頂部は東を、顔面は下を向く。その南側に上肢骨の一部、さらに南側には下肢骨がみられる。下肢

骨は左右とも膝を曲げ、膝頭は東を向く。左足の上に右足が重なった状態である。

〔出土遺物〕0同銭54点 (453～ 506)、 煙管 (2001)、 柄鏡 (2317)、 和鋏 (2508)、 毛抜き(2544)、 刃物 (2476)、

警 (2567)、 火打金 (2624)、 提灯 (267卜 2672)、 鉄釘12gが出上した。銅銭の銭種は、元祐通賓 1・ 古

寛永17・ 新寛永背文 2・ 新寛永無背34で ある。煙管はVa類に属する。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は若年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。鉄釘が出上しているが少量であ

り、埋葬に箱構を用いたかは不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉の埋葬と推定される。

BttSZ58墓 境 (第 35図 、写真図版 8・ 44)

〔位置・重複〕Ⅱ D72・ 73グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSZ42、 西側にSZ58、 南

側にSZ101が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-35° 一Eである。規模は、開口部径95× 92cm、 深さ

62cmを 測る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。骨は墓墳の中央に、重なり

合う状態であった。頭蓋骨は中央やや南に位置する。出土時の顔面の方向などは確認できなかった。

底面よりもかなり高い位置であり、その直下に四肢骨 。その他の骨を確認している。下肢骨は底面に

直立した状態であった。
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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〔出土遺物〕煙管吸口 (2185)、 ガラス鏡 (2353)、 鉄銭26g、 鉄釘305gが出上した。釘には木質部分が

付着していた。鉄銭は、複数枚が固着し錆に覆われているため正確な内容は不明だが、寛永鉄一文が

15枚程度とみられる。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。出土状況から、遺体は座

屈姿勢で埋葬されたと考えられる。鉄釘が多量出上していることと、人骨の出土位置が一箇所に集中

することから、埋葬に箱構を用いた可能性が高いとみられるが、棺材そのものは出土していない。副

葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ59墓境 (第 35。 147・ 148図、写真図版 8。 44)

〔位置 。重複〕工D72・ 73グ リッドに位置する。北側でSZ101と重複する。北東側にSZ15、 西側にSZ

51が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-0° 一Eである。規模は、開口部径115× 108cm、 深さ

40cmを浪Jる 。

〔出土人骨〕頭蓋骨の一部、四肢骨の一部が出上した。頭蓋骨は墓墳の南側、その他の骨は】ヒ側でやや

離れた位置にある。

〔出土遺物〕銅銭19点 (507～525)、 煙管 (2039・ 2186)、 円鏡 (2307)、 火打金 (2625)、 瓦器小皿 (2715)

が出土した。銅銭の銭種は、古寛永 5。 新寛永背文 3・ 新寛永無背10・ 寛永不明1である。煙管はV

b類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は20代前半の壮年女性である。人骨の遺存状態
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が悪 く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ60墓墳 (第 36図 、写真図版 8・ 44)

〔位置 。重複〕工D62・ 72グ リッドに位置する。重複する遺構はない。西側にSZ79が隣接する。

〔形状 。規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-20° 一Eである。規模は、開口部径90× 79cm、 深さ65

cmを浪Jる 。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨の一部が出上した。出上位置は遺構の南側に集中している。

〔出土遺物〕煙管 (2040。 2187)、 柄鏡 (2318)、 木製第 (2673)、 木製櫛 (2674)、 鉄銭13gが出上した。

鉄銭は複数枚が錆で固着しており正確な内容は不明だが、枚数は5枚程度で仙墓通費を含むとみられ

る。煙管はVc類に属する。柄鏡は柄部が根元から折れ失われていた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年で性別は不明である。人骨の遺存

状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

BttSZ61墓壌 (第 37・ 148図、写真図版 8・ 45)

〔位置 。重複〕I D84・ 85グ リッドに位置する。北東側でSZ70と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-80° 一Eである。規模は、開口部径185× 150cm、 深

さ66cmを 測る。

〔出土人骨〕遺構内の中央・北東壁付近の2箇所に人骨を確認している。中央のものを61a、 北東のも

のを61bと する。61a:頭蓋骨、四肢骨である。出土したのは底面付近である。61b:頭蓋骨のみである。
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底面 よりかな り高い位置に出土 している。

〔出土遺物〕銅銭10点 (526～535)、 煙管 (2041・ 2188)、 柄鏡 (2319)、 小柄 (2419)、 刃物 ?(2477)、

織部菊皿 (2716)、 鉄釘 2gが出土した。銅銭の銭種は、古寛永 7・ 新寛永無背 3である。煙管はⅣa類

に属する。柄鏡は柄の部分が根元から折れ、失われていた。煙管は頭蓋骨の協に出土したが、柄鏡や

菊皿、銅銭の一部は人骨からかなり離れた位置に散逸している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、61aは壮年の男性、61bは熟年の女性である。いずれも遺

存状態が悪く、61bは頭蓋骨のみであるため、́埋葬時の状況など詳細は不明である。61bは 出上位置が

不自然であり、改葬によって動いた可能性も高い。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ62墓境 (第38図 、写真図版 8・ 45)

〔位置 。重複〕Ⅱ D72グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSZ58、 南側にSZ99、 北西側

にSZ60が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-72° 一Wである。規模は、開口部径122× 97cm、 深

さ67cmを 浪よる。

〔出土人骨〕下肢骨 。その他の骨が出上した。頭蓋骨は確認していない。下肢骨は膝を折り曲げ、底

面から直立した状態であった。

〔出土遺物〕煙管2組 (2042・ 2189、 2043・ 2190)、 刃物 (2420)、 鉄銭98g、 鉄釘176gが出土した。鉄

銭は、複数枚が固着し錆で覆われているため正確な内容は不明だが、枚数は15枚程度で、中に仙菖通

賓を含むとみられる。煙管は2点 ともVe類に属する。釘には木質部分が付着していた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年の男性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。鉄釘が多量出上していること、人骨の出上位置が集

中していることから、埋葬に棺箱が用いられ可能性が高いが、棺材は出土していない。副葬銭から、

埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

BttSZ63墓 娘 (第 38・ 148図 、写真図版 9)

〔位置・重複〕Ⅱ D71グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-81° 一Eである。規模は、開回部径90× 84cm、 深さ30

cmを測る。

〔出土人骨〕人骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (536～541)が出土した。銭種は、祥符元賓 1。 天聖元賓 3・ 元祐通賓 1・ 不明

1である。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別および埋葬時の状況など

詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀前葉と推定される。

BttSZ64墓娠 (第 39・ 149図 、写真図版 9。 45)

〔位置 。重複〕工D73グ リッドに位置する。SZ 2の 直下に位置し、SZ 2よ り古い。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-19° ―Eである。規模は、開口部径131× 108cm、 深

さ62cmを 淑1る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨・四肢骨の一部が出上した。出土位置は遺構の中央に集中している。

〔出土遺物〕銅銭14点 (542～555)、 柄鏡 (2320)、 銅製金具2点 (2646・ 2647)、 鉄釘29gが出土した。
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銅銭の銭種 は、治平元賓 1・ 古寛永 2・ 新寛永無背11である。柄鏡は柄の部分が根元から折れ、失わ

れていた。金具は 2点 とも環状 を呈 し、2646は刺すためのピン状の突起物が付随 している。使用 目的

は不明である。釘には木質部分が付着 していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。副葬銭から、埋葬時期は

18世紀前葉と推定される。

BttSZ65墓境 (第 40・ 149,150図、写真図版 9)

〔位置・重複〕Ⅱ D85グ リッドに位置する。重複する遺構はない。西側にSZ67が隣接する。

〔形状 。規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-55° ―Wである。規模は、開口部径118× 106cm、 深さ

42cmを 淑↓る。

〔出土人骨〕なし。

〔出土遺物〕銅銭12点 (556～567)が出上した。銭種は、古寛永 2・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背9であ

る。

〔性格・時期〕人骨は出上していないが、出土遺物と周囲の状況から墓媛と考えられる。副葬銭から、

埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ66墓娠 (第40,150図 、写真図版 9,45)

〔位置・重複〕工D75・ 85グ リッドに位置する。北側でSZ96と 重複する。東側にSZ49、 南東側にSZ

71、 西側にSZ77が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-82° ―Eである。規模は、開口部径133× 118cm、 深

さ64cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、顔面は東を向く。左右の上腕骨

は、やや距離を置いてほぼ平行な位置関係にある。下肢骨は左右とも膝を曲げ、重なり合う状態で横

たわっていた。膝頭は南東方向を向く。

〔出土遺物〕銅銭 4点 (568～571)、 煙管雁首 (2044)、 煙管吸口 (2191)、 刃物柄部 (2421)、 鉄釘 8gが

出土した。銅銭の銭種は、古寛永 2・ 新寛永背文 1・ 寛永不明 1である。煙管はⅢa類 に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を東にして、南向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀

後葉と推定される。

BttSZ67墓娠 (第 40図 、写真図版9)

〔位置 。重複〕Ⅱ D82グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSZ65が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-43° 一Eである。規模は、開口部径87× 78cm、 深さ
｀   29cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出上した。頭蓋骨は遺構の北東壁付近に位置し、その西側に上腕骨とみ

られる骨が確認されている。下肢骨は南側に位置し、ほぼ平行に配置する。

〔出土遺物〕なし。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人で、性別は不明である。人骨の出土状況

から、遺体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。出土遺物がなく、埋葬

時期は不明である。
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BttSZ68墓墳 (第40図 、写真図版 9。 45)

〔位置・重複〕Ⅱ D72グ リッドに位置する。南側でSZ78、 北側でSZ79と 重複する。北東側にSZ60が隣

接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-75° 一Wである。規模は、開田部径102× 85cm、 深

さ38cmを 沢Jる 。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃つて出土した。出上位置は遺構の中央部

分に集中し、重なり合うように出土している。頭蓋骨は南側に位置し、頭頂部は南、顔面は下を向く。

頭蓋骨からは顎椎・胸椎が連なる。頭蓋骨～脊柱は底面よりも高い位置にあり、その下に下肢骨 。そ

の他の骨が重なり合っている。下肢骨は膝を曲げた状態であるが、底面と平行に横たわった状態であ

る。

〔出土遺物〕煙管雁首 (2045)、 煙管吸口 (2192)、 鉄銭873g、 鉄釘860gが出上した。鉄銭は回着し錆

で覆われており正確な内容は不明だが、枚数は160枚程度で、寛永鉄四文銭を含むとみられる。煙管は

Ⅵa類に属する。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は老年の男性である。人骨の出土状況から、被

葬者は南向きの座位で埋葬されたと考えられる。釘が大量に出土していること、人骨が集中している

ことから、遺体は棺箱に納めた上で埋葬されたと考えられる。ただし棺材は出上していない。副葬銭

から、埋葬時期は19世紀後葉と推定される。

BttSZ69墓墳 (第41図 、写真図版 9。 45)

〔位置 。重複〕I D83グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSZ43が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-71° 一Wである。規模は、開口部径91× 91cm、 深さ53

cmを淑よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨の一部が出上した。出上位置は遺構の南側に集中している。頭蓋骨は遺

存状態が悪く顔面方向などは不明である。下肢骨はそのすぐ南脇で、膝関節を折り曲げ、底面からや

や立ち上がった状態で出土した。

〔出土遺物〕煙管 (2406・ 2193)、 和鋏 (2509)、 鉄銭88gが出土した。鉄銭は複数枚が固着し錆で覆わ

れており正確な内容は不明だが、枚数は6枚程度で、中に仙重通賓を含むとみられる。煙管はVc類に

属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は老年で性別は不明である。人骨の出土状況か

ら、遺体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。出土銭貨から、埋葬時期は18世紀後葉と考えられる。

BttSZ70墓墳 (第 41・ 150図 、写真図版 9・ 46)

〔位置・重複〕Ⅱ D85グ リッドに位置する。南西側でSZ61と 重複する。北西側にはSZ71が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-33° ―Eである。規模は、長軸方向の残存値が100cm、

短軸方向78cm、 深さ20cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出上した。頭蓋骨は最も北狽1に位置し、顔面は西を向く。下肢骨は南狽I

に位置し、膝を曲げ西側へ倒した状況である。

〔出土遺物〕銅銭 9点 (572～580)、 鉄製金具 (2648)が出土した。銅銭の銭種は、古寛永 7・ 新寛永背

文2である。銅銭は遺体の胸元付近で確認した。金具は環状を呈するが、使用目的などは不明であ

る。
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〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は6～ 7歳の小児で性別は不明である。人骨の

出土状況から、遺体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、

埋葬時期は17世紀後棄と推定される。

BttSZ71墓娠 (第 42・ 150。 208図、写真図版10,46)

〔位置 。重複〕Ⅱ D85グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北東側にSZ49、 北西側にSZ66が隣

接する。                ´

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-13° ―Wである。規模は、開口部径100× 100cm、 深さ

40cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出上した。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面は東を向く。その南に左右

の上腕骨がやや距離を置いて並び、さらに南側には膝を曲げた状態の下肢骨が、出上している。

〔出土遺物〕銅銭 9点 (581～585。 1962～ 1965)、 煙管雁首 (2047)が 出土した。銅銭の銭種は、古寛

永 4。 新寛永背文 4。 新寛永無背 1である。煙管はⅣa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ72墓壊 (第 42・ 150図 、写真図版10・ 46)

〔位置 。重複〕I D82・ 83グ リッドに位置する。東側でSZ98と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-51° 一Eである。規模は、開口部径109× 102cm、 深さ

35cmを 沢よる。

〔出土人骨〕遺構の中央と南側壁付近の 2箇所で人骨を確認した。中央のものを72a、 南側のものを72

bと する。72a:頭蓋骨、四肢骨が出土した。出上位置は墓墳中央付近に集中しており、骨同士は重

なった状態である。頭蓋骨は底面よりも高い位置にある。顔面の向きは取り上げ時に確認しなかっ

た。四肢骨は、頭蓋骨の直下および周辺にみられるが、下肢骨は一端を接地し、底面から直立した状

態で出土している。上肢骨は肘を曲げた状態である。72b i頭蓋骨の一部である。遺構南壁付近の底

面よリー段高い部分である。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (586～588)、 和鋏 (2510)が出土した。銅銭の銭種は、新寛永背文 1・ 新寛永無

背 1・ 不明 1である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者 (72a)は熟年の男性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。
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BttSZ73墓娠 (第 43・ 150～ 152図、写真図版10,46)

〔位置 。重複〕I D72グ リッドに位置する。北側でSZ78と重複する。東側にSZ50が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-79° 一Wである。規模は、開田部径204× 194cm、 深

さ86cmを 測る。

〔出土人骨〕人骨片が少量出土した。出上位置は遺構の中央に集中している。

〔出土遺物〕銅銭44点 (589～ 632)、 煙管 (2048・ 2194)、 和鋏 (2511)、 火打金 (2626)、 鉄釘167gが出

上した。銅銭の銭種は、開元通賓 1・ 古寛永19・ 新寛永背文 4・ 新寛永背佐 1・ 新寛永無背19である。

煙管はⅣa類に属する。釘には本質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年～老年の女性である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ74墓墳 (第 44・ 152図 、写真図版10・ 46)

〔位置 。重複〕Ⅱ D74・ 75グ リッド南東に位置する。重複する遺構はない。北側にSZ102、 南側にSZ

77が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-24° 一Eである。規模は、開口部径185× 150cm、 深

さ105cmを 測る。

〔出土人骨〕遺存状態は良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は最も北に位置し、顔面は

西を向く。下顎骨から南東方向へ顎椎・胸椎が連なり、腰椎・仙骨・寛骨へ至る。肋骨も左右数本ず

つが残存している。下肢骨は右足の上に左足を重ねており、膝を西へ向けて折り曲げている。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (633・ 634)、 方形鏡 (2343)、 毛抜き (2545)、 小柄 (2422)、 銅製容器 (2649)が

出上した。銅銭の銭種は、古寛永 1・ 新寛永背文 1である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀

後葉と推定される。

BttSZ75墓境 (第45・ 152・ 153図、写真図版10,46)

〔位置・重複〕I D93・ 94グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSZ17、 西側にSZ28、 北

側にSZ33が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-35° ―Eである。規模は、開田部径123× 110cm、 深

さ58cmを 沢よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。出土位置は遺構の中央に集中している。頭蓋骨はやや北側

に位置し、顔面は下を向く。両下肢骨は頭蓋骨を挟む位置関係にある。下肢骨は膝を曲げ、膝頭を北

へ向けている。

〔出土遺物〕銅銭12点 (635～646)、 煙管 (2049・ 2195)、 鉄釘43gが出土した。銅銭の銭種は、古寛永

3。 新寛永背文 1・ 新寛永無背 6・ 寛永不明 2である。煙管はVb～ Vc類に属する。釘には木質部分

が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。人骨の出土範囲が集中していることと、鉄釘が出上してい

ることから、埋葬時に棺箱を用いた可能性が高いとみられるが、棺材そのものは出上していない。副

葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。
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BttSZ76墓娠 (第45図 、写真図版 10・ 46)

〔位置・重複〕Ⅱ D93グ リッドに位置する。重複する遺構はないが、南側を攪乱により大きく削平さ

れている。北西側にSZ29が隣接する。

(形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-49° ―Wである。規模は、長軸方向135cm、 短軸方

向の残存値が81cm、 深さ18cmを 測る。

〔出土人骨〕墓墳の南側に頭蓋骨の一部などが出上した。

〔出土遺物〕煙管雁首 (2050)、 鉄釘49gが出土した。煙管はVa～ vb類に属する。釘には木質部分が

付着していた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品から、近世の墓壌と考えられるが、埋葬時期の詳細は不

明である。

BttSZ77墓娠 (第 46。 153図 、写真図版10・ 47)

〔位置・重複〕工D84グ リッド北西に位置する。重複する遺構はない。東側にSZ66、 北側にSZ74が隣

接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-42° 一Eである。規模は、開口部径130× 115cm、 深

さ73cmを 浪↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面は東を向く。すぐ南側には

上腕骨があり、やや離れて下肢骨が確認できた。大腿骨と腫骨はほぼ平行している。

〔出土遺物〕銅銭 9点 (647～ 655)、 刃物 (2423)、 金具 (2598)が 出上した。銅銭の銭種は、古寛永 7・

新寛永背文 2である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年の男性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は

17世紀後葉と推定される。

BttSZ78墓娠 (第 46・ 153図、写真図版10。 47)

〔位置・重複〕Ⅱ D72グ リッドに位置する。北側でSZ68、 南側でSZ73と 重複する。東側にSZ99が隣接

する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-69° 一Wである。規模は、開田部径139× 123cm、 深

さ19cmを 浪よる。

〔出土人骨〕人骨片が少量出土した。出上位置は遺構の東壁付近に集中している。

〔出土遺物〕銅銭 7′点(656～662)、 和鋏 (2512)、 磁器小碗 (2717)、 磁器型打皿(2718)、 土製人形 (2719)、

石製硯 (2721)、 鉄釘17gが出上した。銅銭の銭種は、古寛永 3。 新寛永無背 3・ 寛永不明 1である。

出上位置は遺構の東壁付近に集中している。2717は、18世紀の肥前産である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年～老年で性別は不明である。人骨の遺存

状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。
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l B区墓域

BttSZ79墓墳 (第47図 、写真図版 11・ 47)

〔位置。重複〕Ⅱ D62・ 72グ リッドに位置する。南東側でSZ68と重複する。北東側にSZ60が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-52° 一Wである。規模は、開口部径■2× 106cm、 深

さ84cmを 沢1る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨の一部、下肢骨が出上した。下肢骨は左右とも膝を曲げ、底面から立ち上がった状

態である。左右の下肢骨は頭蓋骨を挟む位置関係にある。

〔出土遺物〕煙管 (2051・ 2196)、 鉄銭77g、 鉄釘563gが出土した。この他に銅銭 1枚が出土している

が、鉄銭と固着し分離できないため、銭名は不明である。鉄銭は複数枚が固着し錆で覆われており正

確な内容は不明だが、枚数は30枚程度とみられる。煙管は遺体の足元付近に出上した。形態分類はV
b類に属する。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ80墓境 (第 47・ 154図、写真図版■)

〔位置・重複〕Ⅱ D72グ リッドに位置する。北側でSZ50と重複する。東狽1に SZ51、 西狽1に SZ73が隣接

する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-64° 一Wである。規模は、長軸方向98cm、 短軸方向

の残存値が43cm、 深さ24cmを 測る。

〔出土人骨〕なし。

〔出土遺物〕銅銭 5点 (663～667)が出上した。銭種は、熙寧元賓 1・ 元符通賓 1・ 洪武通賓 3である。

〔性格・時期〕人骨は出土していないが、出土遺物と周囲の状況から、墓壊として登録した。副葬銭

から、埋葬時期は17世紀前葉と推定される。

BttSZ81墓 娠 (第 47・ 154図、写真図版11・ 47)

〔位置・重複〕Ⅱ D73グ リッドに位置する。東側でSZ107、 東側でSZ31と重複する。北側にSZ64が隣

接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-20° ―Eである。規模は、長軸方向79cm、 短軸方向

の残存値が64cm、 深さ42cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出上した。下肢骨は膝を折り曲げ、底面から立ち上がった状態であっ

た。左右の下肢骨は頭蓋骨を挟む位置関係にある。顔面は南を向く。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (668～670)、 煙管 2組 (2052・ 2198、 2053・ 2197)、 ガラス鏡 (2354)、 和鋏 (2513)、

磁器紅皿 (2722)が出土した。銅銭の銭種は、古寛永 1・ 新寛永背文 1・ 不明 1である。煙管は2組 と

もV類に属する。2722は 19世紀前～中葉の肥前産である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬品から、埋葬時期は19世紀前～中葉と推定され

る。

BttSZ82墓境 (第48'154図 、写真図版ll,47)

〔位置・重複〕Ⅱ D74グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状。規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-28° 一Wである。規模は、開口部径142× 119cm、 深
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l B区墓域

さ40cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、顔面は下に向く。下肢骨はやや南

に位置する。膝を完全に折り曲げた状態で、膝頭を頭蓋骨のある方へ倒した状態である。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (671～676)、 煙管 (2054・ 2199)、 刃物 (2424)、 鉄釘23gが出土した。銅銭の銭

種は、元祐通賓 1・ 古寛永 4・ 新寛永背文 1点である。煙管はⅢd類 に属する。釘には木質部分が付

着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況より、遺

体は頭位を北にして、伏臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推

定される。

BttSZ83墓娠 (第 48・ 154図、写真図版11・ 47)

〔位置 。重複〕Ⅱ D74グ リッドに位置する。重複する遺構はないが、南側を攪乱に削平される。東側

にSZ85、 西側にSZ82、 】ヒ西側にSZ 3が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-52° ―Wである。規模は、長軸方向115cm、 短軸方向

の残存値が106cm、 深さ48cmを 浪1る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨の一部が出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、頭頂部を東、顔面を下に

向けている。

〔出土遺物〕銅銭 9点 (677～ 685)、 煙管雁首 2点 (2055、 2056)が 出上した。銅銭の銭種は、熙寧元賓

1・ 古寛永 4・ 新寛永背文 1・ 文久永宝 1。 文久永賓 1。 文久永賓 1である。煙管雁首2055は 工b類に

属し、2056は火皿が久損しているため分類不明である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定される。

BttSZ84墓境 (第49図 、写真図版■・47)

〔位置・重複〕I D72グ リッドに位置する。北西側でSZ99、 南西側でSZ50と 重複する。北西側にSZ

101、 南側にSZ51が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-44° 一Wである。規模は、開口部径■7× 100cm、 深

さ67cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。頭蓋骨は東側に位置し、顔面は南西を向く。下肢骨は底面に

接した状態で出上し、長軸は北西方向である。

〔出土遺物〕和鋏 (2514)、 磁器紅皿 (2723)、 鉄銭18gが出土した。鉄銭は錆のために銭名の判読が囚

難だが、形状・大きさから寛永鉄一文 1・ 仙墓通賓 4を含むとみられる。紅皿は19世紀前～中葉の肥

前産である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年の女性である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は19世紀前～中葉と推定される。

BttSZ85墓壌 (第49'154。 155図、写真図版11)

〔位置・重複〕I D74グ リッドに位置する。南東側でSZ102、 北東側でSZ44と 重複する。北西側にSZ

4が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-17° 一Eである。規模は、開口部径143× 124cm、 深
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l B区墓域

さ58cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面は北西を向く。上肢骨は残

存せず、やや南の離れた地点に下肢骨がある。膝を北へ向け、ほぼ完全に折り曲げた状態である。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (686～691)が出土した。銅銭は全て古寛永である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀

中葉と推定される。           ´

BttSZ86墓娠 (第50図 、写真図版11)

〔位置・重複〕Ⅱ D71グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-55° 一Eである。規模は、開田部径99× 94cm、 深さ

23cmを 測る。

〔出土人骨〕墓壊の南側に下肢骨の一部が出土した。

〔出土遺物〕鉄釘77gが出土した。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

BttSZ87墓境 (第 50。 155図、写真図版12)

〔位置・重複〕工D75グ リッドに位置する。南側でSZ96、 北東側でSZ45と 重複する。北側にはSZ35、

西側にはSZ88が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-46° 一Eである。規模は、開口部径190× 127cm、 深

さ57cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面は南東を向く。その南側に

上肢骨とみられる骨が僅かに残存する。さらに南側には、下肢骨が、膝を折り曲げた状態で横たわる。

左の下肢骨は底面に接し、その上に右下肢骨が重なる。

〔出土遺物〕銅銭14点 (692～705)、 鉄釘53gが出土した。銅銭の銭種は、景祐通賓 1・ 古寛永 2。 新

寛永背文 2・ 新寛永無背 9である。鉄釘には木質部分が付着していた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ88墓墳 (第 51・ 155。 156図、写真図版12・ 48)

〔位置 。重複〕Ⅱ D75グ リッドに位置する。西側でSZ102、 北側でSZ35と 重複する。北西側にSZ44が

隣接し、東狽1に SZ87が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-14° 一Eである。規模は、開田部径136× 101cm、 深

さ30cmを 波↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・四肢骨の一部が出土した。頭蓋骨は最も北に位置する。遺存状態が悪く、顔面

の向きは確認できなかった。上肢骨は、頭蓋骨脇に一部が確認されたのみである。下肢骨は膝を曲

げ、頭蓋骨のある北を向く。

〔出土遺物〕銅銭14点 (706～719)、 煙管 (2057・ 2200)、 刃物 (2425)、 鉄釘88gが出上した。銅銭の銭
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l B区墓域

種は、古寛永 2。 新寛永背文 1。 新寛永無背 9・ 寛永不明 1・ 不明 1である。煙管はVd類 に属する。

釘には木質部分が付着 していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年で性別は不明である。人骨の出土

状況から、遺体は頭位を北にして、仰臥姿勢で屈葬されたと考えられる。鉄釘が出上していることか

ら、埋葬時に棺箱を用いた可能性が高いとみられるが、棺材そのものは出土していない。副葬銭から、

埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ89墓帳 (第 51・ 208図、写真図版12・ 48)

〔位置・重複〕I D95グ リッド北東に位置する。重複する遺構はない。西側にSZ24、 北西側にSZ90が

隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-47° ―Eである。規模は、開口部径115× ■4cm、 深

さ21cmを 預Jる 。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は最も北側に位置

し、顔面は真上を向く。左上肢骨は肘を約45° に曲げている。下肢骨は膝を曲げ、膝は頭蓋骨のある北

を向く。

〔出土遺物〕銅銭 (1966)、 煙管 (2058・ 2201)が出土した。銅銭は古寛永である。煙管はⅢc類に属す

る。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀

中葉と推定される。

BttSZ90墓墳 (第 52・ 156図 、写真図版12・ 48)

〔位置 。重複〕Ⅱ D85'95グ リッド南に位置する。重複する遺構はない。南東側にSZ89、 北西側にSZ

53、 南側にSZ24が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-26° 一Eである。規模は、開田部径186× 100cm、 深

さ43cmを 沢Jる 。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、

顔面は真下を向く。上肢骨は肘を折り曲げた状態である。頸椎は残存しないが、胸権は左上腕骨の上

に重なり、交差している。下肢骨は膝を折り、東へ倒した状態である。左下肢骨は底面に接し、右下

肢骨がその上に重なる。

〔出土遺物〕銅銭12点 (720～731)、 煙管 (2059・ 2202)、 火打金 (2627)、 鉄釘156gが出土した。銅銭

の銭種は、聖宗元賓 1・ 古寛永 5。 新寛永背文 1・ 新寛永無背 5である。煙管はⅢd類 に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ91墓壊 (第 52・ 156図 、写真図版12・ 48)

〔位置 。重複〕Ⅱ D86グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北東側にSZ100、 南西側にSZ92が

隣接する。

〔形状・規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-58° 一Wである。規模は、開田部径140× 84cm、 深
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l B区墓域

さ20cmを 測る。掘 り方内には棺箱が納め られてお り、棺箱の規模 は、平面径が105× 50cm、 深 さ10cmで

ある。

〔出土人骨〕全身の骨格がほぼ揃って出上した。頭蓋骨は最も北西に位置し、顔面は南西を向く。上

腕骨は左右が離れた位置にあり、それぞれが棺箱の壁面に接している。上半身が仰臥姿勢であったこ

とを示している。下肢骨は、左右とも膝を折った状態であり、寛骨があったと思われる北東から南西

に向けて大腿骨が伸びている。右大腿骨は底面に接し、その上に左大腿骨・睡骨が重なる。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (732～734)、 煙管 (2060・ 2203)、 鉄銭12g、 鉄釘809gが出土した。銅銭は3点

とも新寛永無背である。煙管吸口2203は、肩部に筋状の細工を施してある。形態分類はVe類に属す

る。鉄銭は寛永鉄一文とみられるが、固着し錆に覆われているため、正確な枚数は不明である。鉄釘

は、棺箱から抜け落ちたものと考えられる。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を西にして、南向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。遺体は箱棺に納めた上で埋葬さ

れている。なお、再葬墓以外で箱棺が確認できたのはこのBttSZ91の みである。副葬銭から、埋葬時

期は18世紀中葉と推定される。

BttSZ92墓娠 (第 53・ 157図、写真図版12・ 48)

〔位置 。重複〕Ⅱ D86グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北西狽1に SZ91が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-30° ―Eである。規模は、開口部径133× 109cm、 深さ

51cmを 測る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。出土位置は墓壊中央部に

集中しており、重なり合った状況である。接地しているのは、腰にあたる寛骨と、足の骨のみである。

下肢骨は、膝を折り曲げた状態で、膝を上に底面から直立している。底面の寛骨付近から腰椎・胸椎

が、大きく湾曲しながら連なり、上方の顎椎・頭蓋骨へと至る。頭蓋骨は、顔面を真下に向けている。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (735～737)、 煙管 2組 (2061・ 2204、 2062・ 2205)、 火打金 (2628)、 鉄銭14g、

鉄釘176gが出上した。銅銭の銭種は、新寛永無背 1・ 寛永不明 1・ 不明 1である。鉄銭は、寛永鉄四

文とみられる。煙管はVa類、Ve類に属する。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は西向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。鉄釘が出上していることから、埋葬時に構箱を用

いた可能性が高いとみられるが、棺材は出土しなかった。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定

される。

BttSZ93墓境 (第53図 、写真図版12)

〔位置。重複〕Ⅱ D75グ リッドに位置する。BttSZ39の 直下に位置し、SZ39よ りも古い。東側にSZ56、

南側にSZ32・ 36が位置する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-4° ―Eである。規模は、開口部径84× 81cm、 深さ19

cmを沢」る。

〔出土人骨〕部位不明の人骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細は不明である。重

複関係からSZ39よ り新期とみられるが、出土遺物がないため埋葬時期の詳細は不明である。
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l B区墓域

BttSZ94墓壊 (第 53・ 157図 、写真図版 12)

〔位置 。重複〕Ⅱ D82グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状。規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-45° 一Eである。規模は、開口部径140× 93cm、 深さ

14cmを 測る。

〔出土人骨〕歯牙数点、下肢骨の一部、その他部位不明の骨片が少量出土したのみである。歯牙は北側

に、下肢骨片は南側に位置する。遺存状態は悪い。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (738～744)が出上した。銭種は、元豊通費 1・ 洪武通賓 1・ 不明5である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は3～ 4歳の幼児で性別は不明である。人骨の

遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。出土銭貨は摩耗のため判読不能なものが多い

が、寛永通費は1点 も無くすべて渡来銭と思われるため、埋葬時期は17世紀前葉と推定される。

BttSZ95墓墳 (第54図、写真図版13)

〔位置・重複〕I D86グリッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-28° 一Eである。規模は、開口部径118× 83cm、 深さ

43cmを 測る。

〔出土人骨〕遺存状態は比較的良好で、全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は最も北側に位置

し、顔面は東を向く。大腿骨は体幹方向から約45° の角度で東に向けられる。下肢骨は膝を折り曲げ

た状態であり、膝関節を東に向けて倒した状態である。

(出土遺物〕なし

〔J隆格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬品がなく、埋葬時期は不明

である。

BttSZ96墓境 (第 54・ 157図 、写真図版13・ 48)

〔位置。重複〕工D75グ リッド南西に位置する。南側でSZ66、 北側でSZ87と重複する。南西側にSZ49

が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-73° ―Eである。規模は、開口部径151× 100cm、 深

さ43cmを 浪Jる 。

〔出土人骨〕なし

〔出土遺物〕銅銭 4点 (745～748)、 煙管雁首 (2063)が出土した。銅銭の銭種は、古寛永 3,新寛永背

文1である。煙管はVb類に属する。

〔性格・時期〕人骨は出土していないが、出土遺物と周囲の状況から墓媛として登録した。副葬銭か

ら、埋葬時期は17世紀後葉と推定される。
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l B区墓域

BttSZ97墓境 (第 55・ 157図 、写真図版 13・ 48)

〔位置・重複〕Ⅱ D83・ 93グ リッド南西に位置する。東側でSZ29、 西側でSZ98と 重複し、南狽1の一部

は攪乱により削平されている。

〔形状。規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-18° 一Wである。規模は、開口部の残存値は158× 70

cm、 深さ28cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨の一部が出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、右側を下にして、顔面を

北へ向けている。上肢骨、脊柱は確認できず、やや離れた南側に下肢骨の一部が確認されている。

〔出土遺物〕銅銭12点 (749～ 760)、 煙管雁首 (2064)、 柄鏡 (2321)、 木製櫛 (2675)、 鉄釘24gが出上し

た。銅銭の銭種は、古寛永 7・ 新寛永背文 3・ 新寛永無背 1・ 寛永不明 1である。煙管は、肩部に紋

が施されており、形態はIb～ Ic類に属する。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

BttSZ98墓填 (第 55・ 158図、写真図版13・ 48)

〔位置 。重複〕Ⅱ D83・ 93グ リッド南東に位置する。東側でSZ97、 北西側でSZ72と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-52° 一Wである。規模は、長軸方向の残存値が127cm、

短軸方向82cm、 深さ36cmを 狽1る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。出上位置は、墓娠中央に集中している。下肢骨は、膝を折

り曲げた状態で、膝関節を上にして底面から直立している。頭蓋骨は下肢骨のすぐ脇の、底面よりも

高い位置にあり、その下にはその他の骨が重なり合っている。顔面方向などは確認できなかった。

〔出土遺物〕銅銭 5′点 (761～765)、 煙管 (2065。 2206)、 鉄釘 9gが出上した。銅銭の銭種は、新寛永

背文 1・ 新寛永無背 4である。煙管はVb類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は北向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。鉄釘の出土から、埋葬時期に棺箱を用いた可能性

が高いとみられるが、棺材は確認できなかった。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ99墓娠 (第 56。 158図、写真図版13・ 49)

〔位置・重複〕Ⅱ D72グ リッドに位置する。南側でSZ50、 西側でSZ84と 重複する。北側にはSZ62、 西

側にはSZ78が隣接する。

〔形状・規模〕重複する他遺構に南側を切られているため、確認できたのは北壁の一部のみである。深

さは53cmを 浪よる。

〔出土人骨〕部位不明の人骨片が少量出上した。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (766・ 767)、 刃物 (2426)、 土製人形 2点 (2726・ 2725)、 鉄銭 6gが出土した。

銅銭は、2′点とも新寛永無背である。鉄銭は2枚を確認しているが、錆のため銭名の判読はできない。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると被葬者は幼児で、性別は不明である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。
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l B区墓域

BttSZ1 00墓境 (第 56・ 158。 208図、写真図版 13・ 49)

〔位置 。重複〕Ⅱ D86グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南側にSZ91、 西側にSZ120が隣接

する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-31° ―Eである。規模は、開田部径147× 99cm、 深さ

72cmを 波よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。出上位置は遺構の中央に集中し、いずれも底面付近にある。

下肢骨は膝を折り曲げた状態で、全体が底面に接し、左右がハの字に開く。膝の方向などは確認でき

なかった。頭蓋骨は顔面が接地しており、下肢骨のすぐ北側に確認された。

〔出土遺物〕銅銭19点 (768～781・ 1967～ 1971)、 煙管雁首 (2066)が 出上した。銅銭の銭種は、古寛

永 3・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背 12・ 不明 3である。銅銭777は 、776～781な どとともに絹銭の状態

で出土したため銅銭として登録したが、雁首銭の可能性が高い。煙管はⅢa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は西向きの座位で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ1 01墓墳 (第 57図、写真図版13・ 49)

〔位置・重複〕工D72グ リッド東に位置する。南側でSZ59、 南西側でSZ51と 重複する。東側にSZ15、

西側にSZ84が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-74° ―Wである。規模は、開口部径114× ■3cm、 深

さ83cmを 測る。重複のため、南壁は一部しか確認できなかった。

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出土した。出土位置は、墓墳中央に集中している。下肢骨は、膝を折

り曲げ、底面から直立している。左右の足は閉じた状態である。頭蓋骨は下肢骨のすぐ脇にあるが、

底面よりもやや高い位置にあり、その下と周辺にはその他の骨が重なり合っている。

〔出土遺物〕煙管吸口 (2207)、 ガラス鏡 (2355)、 刃物 (2478)、 飾り金具 (2650。 2655)、 鉄釘480gが

出上した。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は西向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。釘の出土から、埋葬時に棺箱を用いた可能性が高

いとみられるが、棺材は出上しなかった。副葬品から近世の墓壊と考えられるが、埋葬時期の詳細は

不明である。

BttSZ1 02墓壊 (第 57・ 158,159図、写真図版13・ 49)

〔位置・重複〕Ⅱ D74・ 75グ リッドに位置する。東側がSZ88、 西側がSZ85と 重複する。北側にSZ44、 南

側にSZ74が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-16° 一Eである。規模は、開口部径117× 112cm、 深

さ39cmを 沢よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出土した。骨の出上位置は墓墳中央に集中している。頭蓋骨は東側に

位置し、頭頂部を南に向け、顔面を接地している。寛骨は確認できなかったが、腰の位置は西側に

あったと考えられる。左右の下肢骨は、膝を曲げやや開脚した状態で、頭蓋骨を挟むように東側へ倒

れている。

〔出土遺物〕銅銭16点 (782～ 797)、 煙管 (2067・ 2208)が 出上した。銅銭の銭種は、古寛永 2、 新寛永

背文 1、 新寛永無背13である。煙管はVe類に属する。
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l B区墓域

〔Jl■格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は西向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前棄と推定され

る。

BttSZ1 03墓境 (第 58・ 159・ 160図、写真図版 14・ 49)

〔位置・重複〕I D75グ リッドに位置する。SZ45の 直下に位置し、SZ45よ り古い。南恨1に SZ87、 西側

にSZ35が隣接する。           ´

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-39° ―Eである。規模は、開田部径96× 94cm、 深さ

21cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出上した。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面は南東を向く。南のやや離

れた位置に左右の下肢骨が、膝を北へ向け、折り曲げた状態で出上した。

〔出土遺物〕銅銭13点 (798～ 810)、 柄鏡 (2322)、 鉄釘32gが出土した。銅銭の銭種は、古寛永 1・ 新

寛永無背11・ 寛永不明1である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は10歳前後の小児で性別は不明である。人骨の

出土状況から、遺体は頭位を北にして、仰臥姿勢で屈葬されたと考えられる。鉄釘の出土から、埋葬

時に棺箱を用いた可能性が高いとみられるが、棺材は出上していない。副葬銭から、埋葬時期は18世

紀前業と推定される。

BttSZ1 04墓壊 (第 58図、写真図版14)

〔位置 。重複〕工D53グ リッドに位置する。東側でBttSD lを 切る。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-27° ―Eである。規模は、開口部径130× 99cm、 深さ

16cmを 浪↓る。

〔出土人骨〕部位不明の骨片が少量出上したのみである。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

BttSZ1 05墓境 (第 58図、写真図版14)

〔位置・重複〕Ⅱ D53グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSD lが隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-10° 一Eである。規模は、開田部径100× 60cm、 深さ

9 cmを沢↓る。

〔出土人骨〕部位不明の骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕なし

〔性格 。時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品

がなく、埋葬時期も不明である。

BttSZ1 06墓娠 (第59図、写真図版14)

〔位置・重複〕Ⅱ D41グ リッドに位置する。重複する遺構はない。東側にSD lが隣接する。

〔形状。規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-57° ―Eである。規模は、開田部径114× 73cm、 深さ

6 cmを測る。
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l B区墓域

〔出土人骨〕頭蓋骨、四肢骨が出上した。頭蓋骨は最も北側に位置し、南側の離れた場所に下肢骨があ

る。

〔出土遺物〕なし

〔′l■格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

BttSZ1 07墓境 (第 59。 160図、写真図版14・ 49)

〔位置。重複〕Ⅱ D73グ リッドに位置する。東側をSZ31、 西側をSZ81と 重複する。北側にはSZ64が隣

接する。

〔形状・規模〕重複のため、東壁 。西壁は確認できなかった。南北壁間は88cm、 東西方向の残存値は

40cm、 深さイま1lcmを 測る。

〔出土人骨〕四肢骨の一部が出土した。一部は重なり合うような状態であった。

〔出土遺物〕銅銭14点 (811～824)、 煙管 (2068・ 2209)が出上した。銅銭の銭種は、永築通費 1・ 古寛

永 5'新寛永背文 4・ 寛永不明 1・ 不明3である。煙管はVb～ Vc類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推定される。

BttSZ1 08墓娘 (第 59図、写真図版14)

〔位置・重複〕Ⅱ D51グ リッドに位置する。SD lを切る。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-1° 一Eである。規模は、開口部径89× 81cm、 深さ10

cmを沢1る 。

〔出土人骨〕部位不明の骨片が少量出上した。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕鑑定によると、被葬者は熟年～老年で性別は不明である。人骨の遺存状態が悪く、埋

葬時の状況など詳細は不明である。出土遺物がなく、埋葬時期も不明である。

BttSZ1 09墓娠 (第 59図、写真図版14。 49)

〔位置 。重複〕I D65グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-62° ―Wである。規模は、開口部径80× 77cm、 深さ6

cmを演」る。

〔出土人骨〕少量の骨片が、墓壊中央にまとまって出土した。

〔出土遺物〕煙管 (2069,2210)が 出上した。Ⅲb～ Ⅲc類 に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は幼児～小児である。副葬品から、近世の墓墳

と考えられるが、埋葬時期の詳細は不明である。

BttSZl1 0墓境 (第 60・ 61。 197・ 198図 、写真図版16・ 50)

〔位置 。重複〕工D86・ 87グ リッドに位置する。SZl12と 重複する。西側にSZ92、 北西側にSZ91が隣接

する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-4° 一Wである。規模は、開田部径120× 105cm、 深

さ66cmを 測る。
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l B区墓域
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第61図  BttSZl1 0(2)

〔出土人骨〕数体分の人骨が、同一墓娠内から出上 している。検出時に、既に埋土上面に、骨が露出

した状況であった。第 1段階 :墓壊北よりから、頭蓋骨 2点が、同一レベルに隣接 して出上 した。周

辺には四肢骨が散逸 してお り、再葬の可能性が高いと考え、上から順に骨を取 り上げる。この時点で

は、まだ底面を確認 していない。第 2段階 :第 1段階の骨を取 り上げた後、頭蓋骨を取 り上げた地点

の直下から、 3体 目の頭蓋骨を確認。周辺にも四肢骨・遺物はみられる。第 3段階 :第 2段階の骨を

取 り上げた後、膝を曲げ直立した下肢骨を確認。この骨は埋葬時のまま動いていないと推定 し、周辺

を慎重に掘 り進める。結果、椎骨・肋骨がつながった状態で残存することが分かった。頭蓋骨が、上

で取 り上げた 3体の内のどれに対応するかは確認できなかった。寛骨のレベルまで周囲を掘 り下げる

と、それまで何 もみられなかった南側から、新たに人骨のまとまりを確認する。骨どうしの位置関係

は不自然で再葬されたものと判断し、順次取 り上げるが、最後に底面直上で確認された骨のまとまり

は、椎骨 。肋骨までつながった状態で残存 していることが分 り、埋葬時の状態を保っているとみられ

た。

〔出土遺物〕銅銭45点 (1701～ 1745)、 煙管 3組 (2070。 2211、 2071・ 2212、 2072・ 2213)、 煙管雁首

(2073)、 煙管吸口 (2214。 2215)、 刃物 (2479'2480)、 和鋏 (2515)、 紅皿 (2727)、 鉄銭930g、 鉄釘

が出土 した。銅銭の銭種は、古寛永 3。 新寛永背足 1・ 新寛永無背37点 ・新寛永四文 1・ 文久永賓 3

である。鉄銭は、寛永鉄一文・鉄四文を含むとみられる。煙管 3組はいずれもⅥ類に属する。

〔性格 。時期〕人骨出土状況を整理すると、底面直上に座位で埋葬された人骨が 2体あり、その上に

複数の再葬人骨が葬られたということになる。取 り上げた時に複数体分が混在 してしまったため、被

葬者の年齢 。性別などの情報は一切得られていない。副葬銭から、埋葬時期は、19世紀後葉と推定さ

れる。
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l B区墓域

BttSZlll墓娠 (第62図 ・写真図版 17・ 50)

〔位置 。重複〕ⅢD05グ リッドに位置する。重複する遺構はない。遺構の西側半分は削平されている。

また、遺構の上部は削平され、底部付近しか確認できなかった。

〔形状・規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-36° 一Eである。規模は、長軸方向137cm、 短軸方向

の残存値が75cm、 深さ6 cmを沢1る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨の一部が出土した。いずれも底面付近であり、位置は離れている。

〔出土遺物〕煙管吸口 (2216)が出上した。 ´

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品から、近世の墓媛と考えられるが、埋葬時期の詳細は不

明である。

BttSZl1 2墓墳 (第 62図 、写真図版17)

〔位置 。重複〕工D87グ リッドに位置する。SZ■ 0と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-45° 一Wである。規模は、開口部径98× 78cm、 深さ

48cmを 預↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨、下肢骨が出上した。出上位置は一ヵ所に集中し、底面から立ち上がる下肢骨の上

に頭蓋骨が乗った状態であった。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は座位で埋葬されたと考えられる。副葬品がなく、埋葬時期は不明である。

BttSZl1 3墓娠 (第 63・ 199～ 201図、写真図版18・ 50)

〔位置・重複〕工D77グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南東側にSZ121が 隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-22° 一Eである。開口部径■1× 97cmで、深さ71cmを 測

る。

〔出土人骨〕部位不明の人骨が底面より出上している。

〔出土遺物〕銅銭49点 (1746～ 1794)、 煙管雁首 (2074)、 陶磁器 (2728)が出土した。銅銭の銭種は、

古寛永16・ 新寛永背文 5。 新寛永無背27・ 不明1である。煙管はⅣ類に属する。埋土上位には多量の

礫が投げ込まれていた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZl1 4墓境 (第 63・ 201図、写真図版18・ 50)

〔位置・重複〕I D77グ リッドに位置する。重複する遺構はない。西側にSZ■ 5、 南西側にSZl17。 118

が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-25° 一Eである。開口部径150× 116cm、 深さ75cmを

測 る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が確認された。いずれも底面付近からの出上である。頭蓋骨は墓壊の南西

側に位置し、顔面方向などは不明である。北東側には下肢骨が、膝を折りたたんだ状態で確認されて

いる。両足とも、膝頭は北東を向く。
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l B区墓域

〔出土遺物〕銅銭 6点 (1795～ 1800)、 煙管雁首 (2075。 2076)、 煙管吸口 (2217)が出土した。銅銭の

銭種は、古寛永 1・ 新寛永無背 5である。いずれも底面付近からの出土である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、被

葬者は南向きの座位で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZl1 5墓渡 (第 64。 201図、写真図版18・ 51)

〔位置・重複〕Ⅱ D77グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南東側にSZl14、 南側にSZl17が隣

接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形を呈し、長軸方向はN-7° ―Wである。開口部径133× 99cmで、深さ

63cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨と四肢骨が出土した。頭蓋骨は墓媛の東側に位置し、頭頂部を南、顔面を西に向け

ている。下肢骨は膝を折り曲げた状態で、膝頭を南に向けて倒した状態である。膝頭と顔面は近接し

ている。骨はいずれも底面に接地した状態で確認された。

〔出土遺物〕銅銭11点 (1801～ 1811)、 煙管 (2077・ 2218)、 柄鏡 (2323)、 和鋏 (2516)、 火打金 (2629)

が出上した。銅銭の銭種は、古寛永 2・ 新寛永背文 2。 新寛永無背 6・ 不明 1である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨出土状況から、遺体

は頭位を南にして、西向きに横臥屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推

定される。

BttSZl1 6墓娠 (第65図 、写真図版18。 51)

〔位置・重複〕I D78グ リッドに位置する。重複する遺構はない。遺構の大半を攪乱により削平されて

いる。

〔形状 ・規模〕平面形 は楕 円形で、長軸方向はN-70° ―Wである。開口部径148× 95cm、 深 さ36cmを

測 る。

〔出土人骨〕下肢骨の一部が出土した。軸方向は墓壊の長軸とほぼ一致する。

〔出土遺物〕磁器 (2729)、 鉄銭86gが 出土した。鉄銭は錆のため詳細不明であるが、寛永鉄一文銭を

含むとみられる。

〔̀l■格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年の女性である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉以降と推定される。

BttSZl1 7墓娠 (第 66・ 67図、写真図版19・ 51)

〔位置・重複〕Ⅱ D77グ リッドに位置する。東側でSZ■ 8と 重複する。北側にSZ■ 5、 北西側にSZl14

が隣接する。

〔形状・規模〕他遺構の重複する東側が不明であるが、方形に近い形状を呈し、長軸方向はN-23° ―

Eである。規模は、長軸方向146cm、 短軸方向の残存値が119cm、 深さは84cmを 測る。

〔出土人骨〕墓娠中央に骨片数点、南側に下肢骨を確認した。下肢骨は膝を曲げた状態で、壁際に確認

した。周辺に他の部位は確認できなかった。

〔出土遺物〕ガラス鏡 (2356)、 火打金 (2630)、 陶磁器 (2730)、 鉄銭115gが出土した。鉄銭は錆のた

め詳細不明であるが、寛永鉄四文後を含むとみられる。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人で性別は不明である。埋土上位には礫が
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大量に投げ込まれた状態であつた。人骨の遺存状態が悪 く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副

葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定される。

BttSZl1 8墓境 (第 66・ 67・ 201・ 202図、写真図版19・ 51)

〔位置・重複〕Ⅱ D77グ リッドに位置する。西側でSZl17と 重複する。

〔形状・規模〕SZl17と 重複する西側が不明であるが、残存部から推定すると、平面形は長方形で、

長軸方向はN-39° 一Eである。規模は、長軸方向180cm、 短軸方向の残存値が114cm、 深さは66cmを 測

る。

〔出土人骨〕頭蓋骨を確認した。頭蓋骨は底面よりもかなり高い位置で確認されている。

〔出土遺物〕銅銭13点 (1812～ 1824)、 柄鏡 (2324)、 和鋏 (2517)、 陶磁器 (2731)が出上した。銅銭の

銭種は、古寛永 1・ 新寛永背文 4・ 新寛永無背 8である。柄鏡と和鋏は重なり癒着した状態であつた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年で性別は不明である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。頭蓋骨が非常に高い位置から出上しており、他の部位も

全く見あたらないことから、本来別の位置にあつた骨が移動されてきた可能性も考えられる。副葬銭

から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。
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l B区墓域

BttSZl1 7・ 118②

0                           1m

第67図  BttSZl1 7・ 118(2)

BttSZl1 9墓境 (第 68図 、写真図版 19。 51)

〔位置 。重複〕I D87グ リッドに位置する。重複する遺構はない。西側にSZl18が 隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で長軸方向はN-66° 一Wである。開口部径78× 76cm、 深さ36cmを 測る。

〔出土人骨〕骨片が少量出上した。出上位置は墓崚中央に集中している。

〔出土遺物〕刀子 (2427)、 鉄銭215gが出土した。鉄銭は錆のため詳細不明であるが、寛永鉄一文銭を

含むとみられる。

〔性格・時期〕土葬墓である。被葬者は幼児で性別は不明である。人骨の遺存状態が悪く、埋葬時の

状況についての詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉以降と推定される。

BttSZ1 20墓境 (第 68。 202・ 203図、写真図版20。 52)

〔位置 。重複〕工D87グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北側にSZl18が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-61° 一Wである。規模は、開田部径106× 91cm、 深さ

41cmを 浪よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨・四肢骨の一部が出上した。頭蓋骨は墓壊南東側に位置し、顔は底面に接地して

いる。下肢骨と思われる骨は、一端が底面から浮き上がった状態であった。遺存状態はやや悪く、破
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l B区墓域

損のため位置関係が不明瞭なものも多い。骨の出土範囲は墓壊中央の方形の範囲に限られている。

〔出土遺物〕銅銭16点 (1825～ 1840)、 煙管 (2078・ 2219)、 柄鏡 (2325)が出上した。銅銭の銭種は、

新寛永無背12・ 寛永不明 2・ 不明 2である。煙管はⅥ類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ1 21墓娠 (第69'203・ 204図、写真図版20・ 52)

〔位置・重複〕Ⅱ D77グ リッドに位置する。重複する遺構はない。北西側にSZl13が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-10° 一Eである。規模は、開田部径124× 118cm、 深さ

67cmを 測る。

〔出土人骨〕全身の骨格がほぼ揃って出土した。頭蓋骨は墓壊中央の、底面より高い位置で確認され

た。頭頂部を北、顔面を下に向けている。頭蓋骨の首のあたりからは、顎椎・胸椎などの権体が、下

に向かってやや湾曲しながら連なる。胸椎には肋骨の一部も残存していた。椎体を挟んで左右には上

腕骨が残存する。その下の底面直上には、寛骨と左右の下肢骨が、膝を曲げやや開脚した状態にある。

膝関節は底面よりもやや上にあり、大腿骨・睡骨・DF骨 は底面から立ち上がっている。

〔出土遺物〕銅銭25点 (1841～ 1865)、 煙管 (2079。 2220)、 柄鏡 (2326)が出土した。銅銭の銭種は、

古寛永 1、 新寛永無背23、 不明 1である。煙管はV類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は北向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

BttSZ1 22墓壌 (第 68・ 204・ 205図、写真図版20・ 52)

〔位置・重複〕Ⅱ D95グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-23° 一Eである。規模は、開口部径128× 60cm、 深さ

33cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・四肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北側に位置する。右側を接地し、顔面は西側

を向く。その南側に左右の上腕骨があり、上腕骨に挟まれる位置に下肢骨が位置する。下肢骨は膝を

折り曲げ左右の膝を閉じ合わせた状態で、膝頭は頭蓋骨の方を向く。

〔出土遺物〕銅銭25点 (1866～ 1890)、 煙管 (2080・ 2221)、 小柄 (2428)が出上した。銅銭の銭種は、

古寛永22、 新寛永背文 2、 不明 1である。煙管はⅡ類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、仰臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推

定される。

BttSZ1 23墓境 (第70図 、写真図版20・ 52)

〔位置。重複〕I B20グ リッドに位置する。調査前は旧県道の通っていた場所である。B区墓域からは

西側に大きく外れており、重複・隣接する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-10° 一Wである。規模は、開田部径82× 78cm、 深さ9

cmを 浪1る 。

〔出土人骨〕上腕骨 。その他の骨が出上した。破損が著しく、位置も遊離している。

〔出土遺物〕火打金 (2638)、 金具 (2659)、 磁器徳利 (2751)が出土した。
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〔性格・時期〕人骨の出土状況から、再葬墓と考えられる。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・

性別は不明である。副葬品から、埋葬時期は18世紀頃と推定される。

BttSZ124墓壌 (写真図版14)

〔位置。重複〕工D62グ リッドに位置する。重複する遺構はない。南側にSZ79、 北側にSD lが隣接する。

〔形状・規模〕方形の範囲に焼骨片と焼土粒の広がりを確認した。長軸方向はN-3° ―Eで、範囲の規

模は45× 33cm、 厚さは2cm程度である。掘り方は確認できなかった。

〔出土人骨〕焼骨片を確認している。細片のため、部位は不明である。

〔出土遺物〕なし

〔サl■格 。時期〕火葬墓である。被葬者の年齢・性別は不明である。出土遺物がなく、時期を決定する

要素を欠くが、付近では中世板碑が多く見つかっており、渡来銭のみが出土する墓媛も数基確認され

ている。このことから、本遺構も中世に近い時期に属する可能性が高いとみられる。
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

2D区 墓 域

DttSZ l墓墳 (第71'160図 、写真図版21・ 53)

〔位置 。重複〕ⅣF40グ リッドに位置し、単独遺構である。西側にSZ22が隣接し、北側にSZ 3が点在

する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-40° 一Eである。規模は、開口部径98× 89cm、 深さ

31cmを 測る。

〔出土人骨〕北側に頭骨と右上腕骨、南側に大腿骨や怪骨・勝骨 。中足骨などが出土している。遺存

状態はIIBね良好であった。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (831～ 836)、 煙管 (2081・ 2223)、 煙管吸口 (2222)、 刀子 (2429)、 毛抜き(2546)、

審 (2568)、 陶器乗燭 (2732)が出上した。銅銭は6点重なっており、他の副葬品と少し離れた位置か

ら出土している。銭種は、永築通賓 1・ 古寛永 4・ 新寛永背文1である。煙管雁首2081は Ic類に属す

る。刀子は、柄部分に木質を一部残している。乗燭は芯立てが欠損しているものの、ほぼ完形で、正

位で出上している。銅銭以外の遺物は、いずれも墓媛の東側に並べたような状態で出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定により、被葬者は壮年女性と判明した。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、仰臥姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推

定される。

DttSZ 2墓境 (第 71・ 160図 、写真図版21・ 53)

〔位置。重複〕ⅣF40グ リッドに位置する。東側にSZ l。 南側にSZ52・ 西側にSZ 8が隣接する。北側

でSZ22と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-40° 一Eである。規模は開口部径100× 97cm、 深さ34cm

を沢1る 。

〔出土人骨〕西側に大腿骨、ルF骨が底面に直立するような状態で出土した。上腕骨は東側に底面と平

行に出上している。遺存状態は比較的良好である。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (837・ 838)、 煙管雁首 (2082)、 紅皿 (2733)、 鉄銭16g、 鉄釘42gがそれぞれ出

上している。銅銭は2点 とも新寛永無背である。この他にも銅銭 2点が出上しているが、鉄銭と固着

し分離できないため不明である。鉄銭は2枚が確認されているが、錆のために銭名は判読できない。

紅皿は、19世紀前半から中頃の肥前産である。北側の人骨の脇には礫が確認されたが、意図的に置か

れたものかどうか不明である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定により、被葬者は壮年の女性と判明した。人骨の出土状況から、

遺体は北向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定され

る。

DttSZ 3墓墳 (第72図 、写真図版21・ 53)

〔位置・重複〕ⅣF30。 40グ リッドに位置し、単独遺構である。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-27° 一Eである。規模は開口部径94× 83cm、 深さ80

cmを波↓る。

〔出土人骨〕墓墳北側に頭骨、南側に大腿骨 1本を確認しているが、遺存状態は極めて悪く他の遺骨
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

は確認で きなかった。

〔出土遺物〕煙管吸口 (2224)、 包丁 (2430)、 従 (2431)、 鉄鍋片 ?(2651)、 鉄銭127g、 鉄釘92gが出

土している。この他に1同銭数枚が確認されているが、鉄銭と固着し分離できないため、銭名は不明で

ある。鉄銭は15枚程度で、大半が寛永鉄一文とみられるが、錆のため正確な銭種・枚数は不明である。

鈍と鉄鍋片 ?は頭骨の下の墓壊底面より出土している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定により、被葬者は熟年の男性と判明した。人骨の出土状況から、

遺体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世

紀中葉と推定される。

DttSZ 4墓境 (第 72・ 160～ 162図、写真図版21・ 54)

〔位置 。重複〕ⅣF39グ リッドに位置する。北西でSZ12、 北東でSZ52に 重複する。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-52° ―Wである。規模は開田部径184× 156cm、 深さ

65cmを 沢1る 。

〔出土人骨〕墓媛南側に骨片を少量確認したのみである。

〔出土遺物〕銅銭28点 (839～866)、 和鋏 (2518)が 出土している。和鋏は刃先のみであつた。銅銭の銭

種は、元符通賓 1・ 永楽通費 3・ 古寛永 3'新寛永無背21である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人で性別は不明である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。墓墳の形状が不整であり、改葬によって壊され、人骨・

遺物が持ち去られた可能性が高い。副葬銭から、埋葬時期は18世紀初頭と考えられる。

DttSZ 5墓境 (第 73・ 162図、写真図版22・ 54)

〔位置 。重複〕ⅣF37グ リッドに位置し、単独遺構である。

〔形状・規模〕表土掘削時に、一斗缶に収められた状態の人骨を確認した。一斗缶の大きさは、径

25× 25cmで、底部から5cmの 高さまで残存していた。軸方向はN-19° 一Eである。

〔出土人骨〕四肢骨が破片となった状態で、一斗缶内に確認された。人骨は焼骨となっておらず、その

まま入れられたと見られる。

〔出土遺物〕銅銭 5点 (867～871)、 和鋏 (2519)、 鉄銭22gが出上した。和鋏は柄のみであり、銅銭の

銭種は、全て古寛永である。鉄銭は2枚が確認されているが、錆のために銭名の判読はできない。

〔性格・時期〕再葬墓である。鑑定により、被葬者は壮年の女性と判明した。近代以降に再葬された

ものとみられるが、詳細な時期は不明である。

DttSZ 6墓壊 (第73図、写真図版22・ 54)

〔位置 。重複〕ⅣF39グ リッドに位置する。北東側でSZ23、 南東側でSZ53と重複する。北西側は攪乱

により削平されている。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-43° 一Eである。規模は長軸方向が110cm、 短軸方向

の残存値が106cm、 深さ69cmを 測る。

〔出土人骨〕人骨片が少量出上した。

〔出土遺物〕煙管雁首 (2083)、 刃物 ?(2481)、 鉄銭102g、 鉄釘136gが出上した。鉄銭は10枚程度で、

寛永鉄四文を含むとみられる。煙管はⅥb類に属する。なお、埋上の上位からは人頭大の礫が数点出

上している。
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると被葬者は壮年～熟年で、性別は不明である。人骨の遺存

状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から埋葬時に棺箱を用いた可能性が考え

られるが、棺材そのものは出上していない。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定される。

DttSZ 7墓境 (第 74・ 162図、写真図版22・ 54)

〔位置・重複〕ⅣF39グ リッドに位置する。重複する遺構はない。ただし攪乱によって遺構の上面全体

を削平されている。            ´

〔形状・規模〕削平のため正確な形状・規模は不明である。残存部は平面形が正方形で、長軸方向は

N-35° 一E、 開口部径l16× 88cm、 深さ66cmを 測る。

〔出土人骨〕下肢骨が出土した。底面に対し直立した状態であった。

〔出土遺物〕銅銭 9点 (872～880)、 煙管 (2084。 2225)、 警 2点 (2569。 2570)、 ガラス鏡 (2357)、 紅

皿 (2734)、 鉄銭 (一部銅銭も含む)567g、 鉄釘216gが出土した。銅銭の銭種は、古寛永 2。 新寛永無

背 6・ 新寛永背元 1である。この他にも銅銭30数枚を確認しているが、鉄銭と固着し分離できないため

詳細は不明である。鉄銭は80枚程度で、仙台通費・寛永鉄四文を含む。紅皿は19世紀前半～中頃の肥

前産である。内面に赤色顔料が付着していた。なお埋土上位から人頭大の礫数点が出上している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。釘の出土から埋葬時に箱棺を用いた可能性が考えられる

が、棺材そのものは出上していない。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定される。

DttSZ 8墓境 (第74図 、写真図版22・ 54)

〔位置 。重複〕ⅣF39グ リッドに位置する。北東側でSZ65と 重複する。東側と西側は攪乱により削平

されている。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-70° 一Wである。規模は長軸方向の残存値が98cm、 短

軸方向が94cm、 深さ33cmを 測る。

〔出土人骨〕人骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕煙管 (2085・ 2226)、 箸 (2571)、 ガラス鏡 (2358)、 鉄銭235g、 鉄釘52gが出上している。

この他に銅銭10数枚を確認しているが、鉄銭と固着し分離できないため詳細は不明である。鉄銭は40

枚程度とみられるが、錆のため銭名の判読ができない。煙管はVb類に属する。警には毛髪が付着し

ていた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は6歳前後の小児で性別は不明である。人骨の

遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から埋葬時に箱棺を用いた可能性が

考えられるが、構材そのものは出上していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉以降と推定され

る。

DttSZ 9墓墳 (第 75。 162図、写真図版22・ 55)

〔位置・重複〕ⅣF38グ リッドに位置する。南側でSZ10と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-21° 一Wである。規模は開口部径105× 90cm、 深さ75

cmを浪↓る。

〔出土人骨〕人骨片が少量出上した。

〔出土遺物〕銅銭6点 (881～886)、 煙管吸口 (2227)、 小柄2点 (2432・ 2433)、 毛抜き (2547)、 火打
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H 検出遺構と出土遺物

金 (2631・ 2632)、 ボタン形銅金具 (2652)、 鉄銭276g、 鉄釘138gが出上 している。銅銭の銭種は、古

寛永 1・ 新寛永背文 5である。鉄銭は30数枚あるとみ られるが、銭名は判読で きない。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人で性別は不明である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉以降と推定される。

DttSZ1 0墓 渡 (第75図、写真図版22)

〔位置 。重複〕ⅣF38グ リッドに位置する。北西側でSZ 9と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-17° 一Eである。規模は開口部径105× 86cm、 深さ40

cmを測る。

〔出土人骨〕なし

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕人骨・遺物ともに出土しておらず、詳細は不明である。

DttSZll墓境 (第76図 、写真図版22)

〔位置 。重複〕ⅣF39グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-46① 一Eである。規模は開田部径137× 119cm、 深さ79

cmを沢Jる 。

〔出土人骨〕人骨片が少量出上した。

〔出土遺物〕鉄銭13gが出上した。枚数は3枚で、銭名は不明である。なお、埋土上位からは扁平礫が

大量に出土している。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉以降と推定される。

DttSZ1 2墓境 (第 76・ 162・ 163図、写真図版22・ 55)

〔位置・重複〕ⅣF39グ リッドに位置する。南東側でSZ 4と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-40° 一Eである。規模は長軸方向が128cm、 短軸方向の

残存値が120cm、 深さ70cmを 測る。

〔出土人骨〕四肢骨とみられる骨片を少量確認した。

〔出土遺物〕銅銭10点 (887～896)、 柄饒 (2327)が出上した。銅銭の銭種は、元豊通費 1・ 古寛永 2・

新寛永無背 6。 寛永不明 1と なる。柄鏡は完形であり、藤原光永の銘がある。図柄は、植物図である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人で性別は不明である。副葬銭から、埋葬

時期は、18世紀前葉と推定される。

DttSZ1 3墓娠 (第77図、写真図版23・ 55)

〔位置・重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。北西側でSZ20、 北東側にSZ51と重複する。また、南側に

はSZ19が隣接している。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-35° 一Eである。規模は開口部径160× 138cm、 深さ80

cmを測る。当遺構は、検出時には陥没坑として確認された。

〔出土人骨〕墓墳の南側において四肢骨を確認した。下肢骨は底面に直立する状態であった。

〔出土遺物〕煙管 2組 (2086・ 2228、 2088・ 2229)、 煙管雁首 (2087)、 和鋏 (2520)、 鉄銭273g、 鉄釘

-119-



2 D区墓域

D tt SZll

―
1翌
罷野【剰ぬ

0                           1れ

D tt SZ12

A

2327

O                                         In

|

-120-
第76図  DttSZll・ 12



Ⅱ 検出遺構と出土遺物

176gを それぞれ埋土中で確認した。この他に銅銭 1枚と鉄銭60数枚が出上しているが、固着し錆に覆

われ分離できず、また破損が著しいため、銭種・枚数を正確に把握することができなかった。煙管2086

と2088はいずれもⅥb類に属する。煙管雁首 (2087)は 重複するSZ20出 上の吸口 (2223)と 対応する可

能性がある。和鋏は握りの頂部が破損しているが、ほぼ完形に近い。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定により、被葬者は熟年の男性と判明した。人骨の出土状況から遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉以降と推定される。

DttSZ1 4墓壊 (第 77図、写真図版23)

〔位置 。重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。東側でSZ21・ 63、 西側でSZ46・ 62と 重複する。

〔形状・規模〕重複する墓壊と同時に掘り下げてしまったため、正確な形状・規模は不明である。深

さは37cmを 沢よる。

〔出土人骨〕頭骨・体肢骨の破片が少量出上した。出土位置は1箇所に集中している。

〔出土遺物〕鉄釘48gが出土した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると被葬者は9歳前後の小児で、性別は不明である。人骨の

遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

DttSZ1 5墓娠 (第 78・ 163図 、写真図版23・ 55)

〔位置・重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。SZ96'SZ97と 重複する。

〔形状・規模〕重複するSZ96。 SZ97と 同時に掘り上げてしまったため、SZ15単独での形状・規模は

不明である。深さは70cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨の一部が出上した。頭蓋骨の向きは、取り上げ時に確認することができ

なかった。下肢骨は頭蓋骨と近接しており、平行して北東方向を向く。

〔出土遺物〕銅銭 4点 (897～900)、 煙管 (2090。 2230)、 煙管雁首 (2089)、 ガラス鏡 (2359)、 刃物 (2482)、

和鋏 (2521)、 鉄銭329g、 鉄釘483gが出土した。銅銭の銭種は、古寛永 2・ 新寛永背文 1・ 新寛永無

背 1である。鉄銭は70枚程度とみられ、中に仙台通費を含むとみられるが、錆による固着と破損のた

め正確な内容は確認できなかった。煙管は2点 ともⅥa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

後葉と推定される。

DttSZ1 6墓境 (第 79・ 163・ 211・ 236図、写真図版23・ 56・ 74・ 85)

〔位置 。重複〕ⅣF18グ リッドに位置し、単独である。また南西側にSZ47、 南東側にSZ29が近接して

いる。北側にはSD102があり、当遺構は墓域の最も北側に位置する。

〔形状・規模〕掘り方の平面形は楕円形で、長軸方向はN-10° 一Wである。規模は開口部径157× 92

cm、 深さ22cmを 測る。

〔出土人骨〕頭骨を北側に確認した。遺存状況は極めて悪く頭骨以外ではほとんどが骨片であった。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (901～906)、 煙管 (2091・ 2231)、 板碑 2点 (2803・ 2832)が出土した。銅銭の

銭種は、永柴通賓 1・ 古寛永 3・ 新寛永無背 2である。煙管はほぼ底部の位置より出土しており人骨

と並列している。煙管はⅢc類に属する。板碑は、墓壊中央の埋土上位に折り重なるようにして出土

した。
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定により、被葬者は9歳前後の小児と判明した。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は

18世紀前葉と推定される。

DttSZ1 7墓 境 (第 80・ 163・ 164図 、写真図版23・ 56)

〔位置 。重複〕ⅣF30・ 40グ リッドに位置する。南側でSZ71と 重複する。

〔形状・規模〕重複するSZ71と 同時に掘り上げてしまったため、SZ17単独での形状・規模は不明であ

る。北西一南東壁間は110cm、 深さは50cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨が出上した。頭蓋骨は遺構の北西壁付近に位置し、顔面は南西を向く。下

肢骨は頭蓋骨の東側のやや離れた位置にある。左右とも膝を折り曲げているが、左足が底面からやや

立ち上がっているのに対し、右足は倒れて底面に接していた。

〔出土遺物〕ε同銭14点 (907～919)、 鉄製金具 3′点 (2599～ 2601)が 出上した。銅銭の銭種は、古寛永

5。 新寛永背文 5。 新寛永無背 3・ 寛永不明 1である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年前半の女性である。人骨の出土状況から、

遺体は頭位を西にして、横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と

推定される。

DttSZ1 8墓娘 (第 81・ 164図 、写真図版24・ 56)

〔位置 。重複〕ⅣF28グ リッドに位置する。北西側でSZ24、 北狽1で SZ37と 重複する。また、東側にS

Z46、 南東側にSZ56がそれぞれ点在している。

〔形状・規模〕平面形は長楕円形で、長軸方向はN-50° 一Eである。規模は開口部径227× 73cm、 深さ

42cmを 波よる。

〔出土人骨〕頭骨を北東側に、骨盤から足先を南西側に確認した。遺存状態は比較的良好である。足

先は、左足を右足の上に重ねるような状況である。上半身は、左上腕骨のみを確認した。

〔出土遺物〕銅銭 1点 (920)、 煙管 (2092・ 2232)、 小柄 (2434)、 和鋏 (2522)、 鉄銭49gを 埋土中より

確認した。銅銭は新寛永背文である。鉄銭は15枚程度とみられるが、錆のため正確な銭種・枚数は不

明である。煙管はIc類である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定により、被葬者は熟年の男性と判明した。人骨の出土状況から、

遺体の埋葬方法は頭位を北にした伸展葬であったと考えられる。なお、仲展葬と確認できたのは調査

区内でこのSZ18た だ1つである。棺箱などの埋葬施設は確認されなかった。副葬銭から、埋葬時期は

18世紀中葉と推定される。

DttSZ1 9墓 墳 (第 82・ 164・ 234図、写真図版24・ 84)

〔位置。重複〕ⅣF29グ リッドに位置し、単独遺構である。北側にSZ13、 南東側にSZ 6、 SZ23が隣接

している。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-29° ―Eである。規模は開口部径105× 100cm、 深さ44

cmを沢1る 。

〔出土人骨〕墓墳の西狽1に、上腕骨 と大腿骨 とみ られる四肢骨を確認 した。遺存状態は悪 く頭骨は確

認で きなかった。

〔出土遺物〕銅銭 7′点 (921～927)、 板碑 (2828)が 出上した。銅銭の銭種は、古寛永4・ 新寛永背文
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

2・ 不明 1である。不明の 1枚は錆のため銭名が判読で きないが、渡来銭 とみ られる。板碑 は、墓墳

の南東狽1の埋土上面で、表を上にした状態で出土 した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人で年齢は不明である。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして、横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後

葉と推定される。

DttSZ20墓境 (第82図 、写真図版24)  ´

〔位置 。重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。南東側でSZ13と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-71° ―Wである。規模は長軸方向の残存値が135cm、

短軸方向が104cm、 深さ62cmを 測る。

〔出土人骨〕墓墳のほぼ中央で四肢骨のまとまりを確認した。

〔出土遺物〕煙管吸口 (2233)、 鉄銭418g、 鉄釘 3gを埋土中に確認した。鉄銭は50枚程度で、中に寛

永鉄四文を含むとみられるが、錆による固着と破損のため正確な銭種・枚数を特定することができな

い。煙管吸口は、重複するSZ13の煙管雁首 (2087)と 対応するとみられ、分類はⅥb類である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年～老年女性である。人骨の遺存状態が悪

く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と考えられる。

DttSZ21墓壊 (第 83図 、写真図版24・ 57)

〔位置 。重複〕ⅣF19'29グ リッドに位置する。北側でSZ63、 北西側でSZ14、 西側でSZ51・ 61・ 62と

重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-46° 一Eである。規模は開口部径132× 115cm、 深さ

36cmを 波よる。

〔出土人骨〕頭蓋骨および四肢骨の一部が出上した。頭蓋骨は北東側に位置する。右側を底面に接し、

顔面は北西向きである。南側のやや離れた位置に、下肢骨数本が平行に重なった状態で確認された。

〔出土遺物〕煙管 (2093・ 2234)、 煙管雁首 (2094)が出上している。雁首2094は Ic類、2093は Ⅲa類に

属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年男性である。人骨の出土状況から、

遺体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。煙管の出土から近世の墓娠と

考えられるが、埋葬時期の詳細は不明である。

DttSZ22墓墳 (第83'164図 、写真図版24)

〔位置・重複〕ⅣF40グ リッドに位置し、南西狽1で SZ 2と 重複する。東側にSZ lと Sz 3、 西側にSZ

8と SZ65、 】ヒ側にSZ17・ SZ71・ SZ72・ SZ73群がイ立置する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-34° 一Eである。規模は開口部径(137)× 92cm、 深さ

58cmを 浪よる。

〔出土人骨〕墓壊の中央付近に四肢骨、南側寄りに頭骨を確認した。頭骨は遺存状態が比較的良好で

あるものの、他の四肢骨の遺存状態は悪い。

〔出土遺物〕銅銭 8点 (928～ 935)、 鉄釘267gを 埋土中に確認した。銅後は4枚が東で、他はばら銭で

出土しているが、8枚 とも古寛永である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺
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Ⅱ 検出遺構と出上遺物
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Π 検出遺構と出土遺物

体 は頭位 を南にして横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。釘の出土か ら、埋葬時に箱構 を用いた可能

性が考えられるが、構材そのものは出土 していない。副葬銭か ら、埋葬時期は17世紀中葉 と推定 され

る。

DttSZ23墓壊 (第 84・ 165図、写真図版24・ 57)

〔位置 。重複〕ⅣF29・ 39グ リッドに位置する。北東側でSZ57、 南西側でSZ 6と重複する。

〔形状・規模〕確認できたのは北側のみで、正確な規模・形状は不明である。残存部から平面形は楕

円形と推定される。長軸方向はN-43° 一Eで、規模は長軸方向の残存値が85cm、 短軸方向が82cm、 深

さは45cmを 浪1る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨の一部が出土している。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (936・ 987)、 包丁 (2435)、 刃物の柄 (2436)、 鉄銭 9g、 鉄釘 5gが出土してい

る。銅銭の銭種は、永築通賓 1。古寛永 1である。永築通賓は、外周が著しく摩耗している。鉄銭は、

錆による破損のため正確な銭種・枚数は不明であるが、寛永鉄一文を含むとみられる。2435。 2436は

同一個体の刃部・柄部と考えられるが、接合はしない。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人で性別は不明である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。釘が出上しているが少量であり、棺箱を用いた痕跡かど

うかは定かではない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と考えられる。

DttSZ24墓壊 (第 81・ 165図、写真図版25・ 56)

〔位置・重複〕ⅣF18。 28グ リッドに位置する。SZ18と重複する。また、北側にSZ37と SZ48、 北西に

SZ35がそれぞれ点在する。

〔形状・規模〕確認できたのは西壁のみである。重複するSZ18と 同時に掘り上げてしまったため、全

体の形状・規模は不明である。深さは47cmを 測る。

〔出土人骨〕SZ18と接する箇所に集中し、頭骨が下肢骨の間に挟まれた状態であった。下肢骨は底面

から直立するような状態であった。

〔出土遺物〕銅銭 9点 (938～946)、 煙管 (2095。 2235)、 刃物 ?(2483)、 鉄銭1391g、 鉄釘 7gが出土

した。銅銭の銭種は、古寛永 4・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背 3・ 寛永不明 1である。この他に銅銭16

枚が出土しているが、鉄銭と固着し分離できないため銭種は不明である。鉄銭は180枚程度で、中に寛

永鉄四文を含むとみられるが、錆による固着と破損のため正確な銭種 。枚数は不明である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年～老年の男性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定される。

DttSZ25墓墳 (第 85。 165図、写真図版25・ 57)

〔位置。重複〕ⅣF18グ リッドに位置する。南東側でSZ37と SZ48と 重複する。また南西側にSZ35が隣

接している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-41° 一Eである。規模は開口部径122X102cm、 深さ

23cmを 測る。

〔出土人骨〕墓猿の西側に、頭骨と上腕部ならびに脚部の骨一部を確認した。

〔出土遺物〕銅銭 5′点(947～951)、 煙管完形 (2002)、 煙管 (2096・ 2236)、 円形鏡 (2308)、 柄鏡 (2328)、

小刀 (2437)、 小柄 (2438)、 火打金 (2633)が出上した。銅銭の銭種は、古寛永 4・ 新寛永背文 1であ
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る。小刀 と小柄 は対 をな している状況であった。2002と 2328は重 なった状態で、被葬者の上半身が

あった と思われる付近に位置 していた。2002は竹製の羅宇 を持つ煙管 としては唯―の完形品で、Ⅲd

類に属する。もう1点の煙管はⅣb類である。柄鏡は柄が折られていた。円形の鏡は他の遺物から離

れた場所に出上した。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年の男性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は

17世紀中葉と推定される。        ´

DttSZ26墓墳 (第 86・ 165～ 170図 、写真図版58)

〔位置 。重複〕ⅣF38グリッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-11° 一Eである。規模は開口部径212× 130cm、 深さ

64cmを 浪↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨および体肢骨の一部が出上している。

〔出土遺物〕銅銭115点 (952～ 1066)、 煙管 (2097・ 2237)、 鉄製金具 (2603)、 鉄釘47gが出土した。銅

銭の銭種は、古寛永30。 新寛永背文23・ 新寛永無背56・ 新寛永背元 1・ 新寛永背佐 4・ 寛永不明1で

ある。銅銭はすべて一本の経の状態で出上した。煙管はⅢc類に属する。金具・釘には木質部分が付

着しており、共に木製の収納具の部品として使われたものと考えられる。なお、埋土中からは礫数点

が出上している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年で性別は不明である。人骨の遺存

状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。遺構の形状が不整であることから、改葬のために
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

遺構の一部が破壊 され、骨が持ち去 られた可能性 もある。副葬銭か ら、埋葬時期は18世紀前葉 と推定

される。

DttSZ27墓墳 (第 87・ 170～ 174図、写真図版25。 58)

〔位置・重複〕ⅣF49グ リッドに位置する。北西側でSZ59と重複する。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-29° ―Wである。規模は開口部径235× 115cm、 深さ

98cmを 測る。遺構は大きく削平されており、本来の形状・規模は不明である。

〔出土人骨〕頭蓋骨の一部が出上した。

〔出土遺物〕銅銭87点 (1067～■53)、 煙管 (2098・ 2238)、 煙管吸口 (2239)、 ガラス鏡 2点 (2360・

2361)、 鉄銭76g、 鉄釘108gが出上した。銅銭の銭種は、新寛永背文85・ 寛永不明 2である。なおこの

他に銅銭 1枚を確認しているが、鉄銭と固着し分離できないため銭種は不明である。鉄銭は10枚程度

とみられるが、固着し錆に覆われており正確な銭種・枚数は不明である。煙管はVa類に属する。釘に

は木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から埋葬時に箱構を用いた可能性も考えられるが、棺

材そのものは出上していない。遺構の規模が大きすぎ、形状も不整であることから、改葬のため掘り

起こされ、人骨・副葬品が持ち去られた可能性が高い。出土した銅銭の大半が新寛永背文銭というこ

とが特異である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉以降と推定される。

DttSZ28墓娠 (第 88図 、写真図版25・ 58)

〔位置 。重複〕ⅣF28グ リッドに位置し、単独遺構である。西側にSZ42が近接しており、南側にはSZ

69が点在する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-43° 一Eである。規模は開口部径93× 87cm、 深さ55cm

を測る。

〔出土人骨〕墓墳の中心に、頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良好である。頭骨は両足の

間にある。

〔出土遺物〕煙管 (2099'2240)、 ガラス鏡 (2362)、 刃物 ?(2484)、 鉄銭223g、 鉄釘31gを それぞれ

埋土中より確認した。鉄銭は50枚程度で、大半が寛永鉄一文とみられるが、固着と破損のため正確な

銭種・枚数は不明である。煙管はⅥb類で、左足の膝付近に確認した。ガラス鏡は破片の状態で、頭

骨の直下に出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は北向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定され

る。

DttSZ29墓娠 (第 88・ 174図、写真図版25。 58)

〔位置・重複〕ⅣF18グ リッドに位置し、単独遺構である。東側にはSZ35が隣接し、西側にはSZ16、

SZ31、 SZ47、 SZ75、 SZ76、 SZ77墓群が隣接している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-16° 一Eである。規模は開口部径106× 81cm、 深さ27

cmを浪Jる 。

〔出土人骨〕墓壊の西側に頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は非常に悪く殆ど骨片の状態であった
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■ 検出遇構―と出土遺物
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H 検出遺構 と出土遺物

が、北側にあるのが頭骨、南側にあるのが下肢骨であることがかろうじて確認できた。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1154～ 1160)、 煙管 2組 (2101・ 2241、 2100・ 2242)が 出土した。煙管は2100が

Ⅲa類、2101がⅢb類である。煙管は1組が頭骨付近、もう1組が胴体付近に確認された。銅銭の銭種

は、永柴通賓 1・ 古寛永 5。 新寛永背文1である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人で、性別は不明である。人骨の出土状況

から、遺体は頭位を北にして、横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀

後葉と推定される。           ´

DttSZ30墓墳 (第 99・ 174図 、写真図版25・ 59)

〔位置・重複〕ⅣF17グ リッドに位置する。南側でSZ49と 重複する。東側から南側にかけてSZ16、 S

Z31、 SZ47'75'76・ 77群が隣接 している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-21° ―Eである。規模は開口部径120× 88cm、 深さ26

cmを沢よる。

〔出土人骨〕北西側で頭骨、中央付近で四肢骨数点を確認した。遺存状態は、頭骨は比較的良好である

のに対して四肢骨は非常に悪い。四肢骨は脚部の可能性があり、大腿骨と見られる。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1161～ 1167)、 煙管 (2102・ 2243)、 包丁 (2439)、 金具類 4点 (2604～ 2607)が

出土した。銅銭の銭種は、天聖元賓 1・ 古寛永 4・ 新寛永背文 1。 新寛永無背 1である。2606・ 2607

は箪笥、もしくは櫃のような木製容器の飾り金具と推測される。2606は鍵穴の構造を持つが、これに

対応する鍵は出土していない。2605はぶら金具と呼ばれる。2439は柄の部分に木質が残存していた。

金具類はいずれも、頭骨の南側に銭貨とまとまって出土した。煙管は、Ⅲd類で、頭骨の直下に確認し

ている。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推

定される。

DttSZ31墓境 (第 90。 174図、写真図版26・ 59)

〔位置・重複〕ⅣF17グ リッドに位置する。北側でSZ49、 北東側でSZ47と 重複する。西側にSZ36が隣

接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-22° ―Wである。規模は開田部径141× 103cm、 深さ

70cmを 沢Iる 。

〔出土人骨〕墓娠の西側で頭骨と下肢骨 2本を確認した。頭骨は北側、下肢骨は南側で、離れた位置関

係にある。遺存状態は比較的良好である。下肢骨はいずれも大腿骨であり、近位端から遠位端まで遺

存している。頭骨は一部欠損している。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1168～ 1174)、 煙管吸口 (2244)、 不明品 (2653)、 鉄銭238g、 鉄釘179g、 磁器

小杯 (2735)を それぞれ確認した。銅銭の銭種は、古寛永 6。 新寛永無背 1である。煙管は吸口のみを

出土している。2653は棒状で、材質も不明である。2735は 17世紀末から18世紀前半の肥前産とみられ

る。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前

葉と推定される。
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

DttSZ32墓境 (第90図 、写真図版26)

〔位置 。重複〕ⅣF28グ リッド抗付近に位置し、単独遺構である。北東側にSZ69、 北西側にSZ84、 S

Z88、 SZ91墓群がそれぞれ隣接している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-5° 一Wである。規模は開口部径111× 97cm、 深さ

35cmを 預↓る。

〔出土人骨〕墓壊中央に頭骨と下肢骨を確認した。頭骨は北側、下肢骨は南側で、離れた位置関係に

ある。

〔出土遺物〕なし

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年～老年の男性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は頭位を北にして、横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬品がなく、埋葬時期は不明で

ある。

DttSZ33墓境 (第91,174・ 175図、写真図版26・ 59)

〔位置・重複〕ⅣF37・ 38グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-12° ―Wである。規模は開口部径153× 117cm、 深さ

46cmを 波よる。

〔出土人骨〕頭骨・下肢骨が出上した。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面を西に向け、右側を接地し

ている。上半身の骨は遺存状態が悪く、直上に礫が置かれている。南側のやや離れた位置に大腿骨・

睡骨などの下肢骨を確認している。下肢骨は、膝を折り西側へ倒した状態で確認した。体幹方向と大

腿骨のなす角度は約90° と推定される。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1175～ 1181)、 煙管 (2103・ 2245)、 円鏡 (2309)、 が出土した。鋼銭の銭種は、

元豊通賓 1・ 古寛永 4・ 新寛永背文 1・ 不明 1である。1175は 、穴が丸く、形状から、雁首銭の一種

と考えられる。キセルはⅢa類に属する。胴体部分の上部からは人頭大の礫が数点出土している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

DttSZ34墓娠 (第 92図 、写真図版26・ 60)

〔位置・重複〕ⅣF38グ リッドに位置する。南東側でSZ38と重複する。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-59° ―Wである。規模は開口部径321× 166cm、 深さ

95cmを 測る。

〔出土人骨〕部位不明の骨片が少量出土している。

〔出土遺物〕煙管 (2105。 2246)、 煙管雁首 (2104)、 柄鏡 (2329)、 和鋏 (2523)、 鉄銭25g、 鉄釘238g

が出上した。なおこの他に銅銭 6枚を確認しているが、鉄銭と固着し分離できないため銭種は不明で

ある。鉄銭は50枚程度で、大半が仙台通費とみられるが、固着と破損のため正確な銭種・枚数は不明

である。煙管はVb類、Ⅵb類 に属する。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕単一の墓壊としては規模が大きすぎ、形状も不整であることから、改葬後の墓壊と考

えられる。本来の形状・規模などは不明である。鑑定によると、被葬者は熟年～老年で、性別は不明

である。人骨の遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から箱棺を用いた埋
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

葬が考えられるが、棺材そのものは出土 していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉 と推定される。

DttSZ35墓壊 (第 93・ 175図 、写真図版26・ 60)

〔位置。重複〕ⅣF18グ リッドに位置し、単独遺構である。東側にSZ18、 SZ24、 SZ25、 SZ37、 SZ48、

SZ66群、北西側にSZ29がそれぞれ隣接している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形であり、規模は開口部径151× 110cm、 深さ43cmである。長軸方向はN
-20° 一Wである。

〔出土人骨〕墓壊の中央に下肢骨の一部を確認した。底面に直立した状態であった。遺存状態は非常

に悪い。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1182～ 1188)、 煙管吸口 (2247)、 小柄 (2440)、 刃物 (2441)、 鉄釘22gを それぞ

れ埋土中より確認した。銅銭の銭種は、古寛永 2・ 新寛永背文 2・ 新寛永無背 3である。小柄は刃先

が欠損している。2441は刃物の柄部とみられるが、詳細は不明である。遺物は、墓壊の北側にまと

まって出上した。

〔
′L格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

DttSZ86墓娘 (第 93・ 175'176図、写真図版26・ 60)

〔位置 。重複〕ⅣF17グ リッドに位置し、単独遺構である。東側にSZ31・ 47・ 75。 76。 77・ 49群、北

側にSZ39、 西側にSZ40、 南側にSZ82・ 92'93群が隣接する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-43° ―Eである。規模は開田部径142× 110cm、 深さ

51cmを 測る。

〔出土人骨〕頭骨と下肢骨を確認した。頭骨は北側、下肢骨は南側で、離れた位置関係にある。

〔出土遺物〕銅銭12点 (1189～ 1200)、 煙管 (2106・ 2248)が 出土した。銅銭の銭種は、永築通賓 1・ 古

寛永 5・ 新寛永背文 1。 新寛永無背 5である。煙管はⅢd類である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

DttSZ37墓娠 (第 94・ 176図、写真図版26)

〔位置 。重複〕ⅣF18グ リッドに位置し、SZ18。 24・ 25'66・ 48と 重複する。SZ18・ 24・ 25'48・ 66

墓群の中心にSZ37が存在している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-10° 一Eである。規模は開口部径151X132cm、 深さ

46cmを 波↓る。

〔出土人骨〕墓填中央で頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良好である。四肢骨は脚部の大

腿骨とみられる。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (1201・ 1202)が 出上した。銭種は古寛永 1・ 新寛永無背 1である。いずれも足

元付近に確認した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。
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DttSZ38墓墳 (第95'175・ 176図 、写真図版27・ 60)

〔位置 。重複〕ⅣF49グ リッドに位置する。南東側でSZ59、 南西側でSZ60を 沢1る 。

〔形状・規模〕平面形は円形であり、規模は長軸方向の残存値が140cm、 短軸方向が130cm、 深さ■Ocm

を測る。長軸方向はN-12° 一Eである。ただし後世の攪乱によつて大きく削平されており、本来の形

状・規模は不明である。

〔出土人骨〕頭骨および四肢骨の一部が出上した。下肢骨は底面に直立した状態であった。

〔出土遺物〕銅銭41点 (1203～ 1243)、 煙管 2紅 (2108。 2250、 2107・ 2251)、 煙管吸口(2249)、 和鋏 (2524)、

警 (2572)、 ガラス鏡 (2363)、 磁器小碗 (2737)、 鉄銭llg、 鉄釘27gが出土した。銅銭の銭種は、熙寧

元賓 1・ 古寛永 7。 新寛永背文 2・ 新寛永無背31である。鉄銭は3枚程度で、仙台通賓を含むとみら

れるが、固着し錆で覆われており、正確な銭種・枚数は不明である。煙管はⅣa類 に属する。釘には

木質部分が付着していた。2737は 19世紀前～中頃の肥前産と考えられる。内面には赤色顔料が付着し

ていた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年～老年の男性である。人骨の出土状況か

ら、遺体は座位で埋葬されたと考えられる。釘の出土から埋葬時に箱棺を用いた可能性も考えられる

が、棺材そのものは出上していない。副葬品から、埋葬時期は19世紀前葉と推定される。

DttSZ39墓境 (第 96・ 177・ 179図 、写真図版26・ 61)

〔位置・重複〕ⅣF17グ リッドに位置し単独遺構である。東側にSZ30・ 31・ 47・ 49・ 75。 76・ 77墓群、

南側にSZ36が隣接している。
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物
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2 D区墓域

〔形状・規模〕平面形は円型で、長軸方向はN-9° 一Wである。規模は開回部径118× 108cm、 深さ42

cmを波よる。

〔出土人骨〕墓壊のほぼ中央に頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良好である。四肢骨は腕

部と脚部とみられる。腕部は頭骨の下に位置し、肘を曲げ腕枕をした格好であったと推測される。脚

部は膝を曲げた状態であった。

〔出土遺物〕銅銭12点 (1244～ 1255)、 煙管 (2109・ 2252)、 和鋏 (2525)、 刃物 (2442)、 刃物 (2443)、

鉄釘 7gを それぞれ埋土中より確認した。銅銭の銭種は、熙寧元賓 1・ 古寛永 6・ 新寛永背文 2・ 新

寛永無背 3である。これらは、いずれも足元に埋葬されていたものである。24421よ、刃先と柄の末端

が欠損している。2443は刃物の一部とみられるが、錆による腐食が著しい。和鋏は握 り部分がよく

残っているが刃先のほとんどが欠損している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前棄と推

定される。

DttSZ40墓壊 (第 96。 178図、写真図版27・ 61)

〔位置・重複〕ⅣF17グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-27° 一Eである。規模は開田部径125× 102cm、 深さ

65cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨および四肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北に位置し、顔面は東を向く。その南側

に、上肢骨・下肢骨が、いずれも関節で折り曲げた状態で、底面付近に確認された。膝は北西方向を

向き、大腿骨は体を密着する直前まで折り曲げられている。

〔出土遺物〕銅銭 (1256)。 内耳鉄鋼 (2654)が 出上した。銅銭は永柴通宝である。鉄鋼は口縁部の内

側 3ヶ 所にL字状の内耳をもつ。錆のために湯口の形状は不明である。鉄鍋は頭骨の高西側の肩の付

近に正位で出土した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀

前葉と推定される。

DttSZ41墓嬢 (第 97図 、写真図版27。 61)

〔位置 。重複〕ⅣF29グリッドに位置する。北西側でSZ45と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は長方形で、長軸方向はN-57° 一Wである。規模は長軸方向が195cm、 短軸方

向が100cm、 深さ57cmを 測る。

〔出土人骨〕頭骨および四肢骨が出上した。下肢骨は底面に対し直立した状態であった。遺存状態は

良好である。

〔出土遺物〕煙管 (2110。 2253)、 ガラス鏡 (2364)、 刃物 ?2点 (2485。 2486)、 鉄銭528g、 鉄釘222g

が出上した。鉄銭は70枚程度で大半が寛永鉄四文とみられるが、固着と破損のため正確な銭種・枚数

は不明である。煙管はⅥa～Ⅵb類 に属する。2485'2486は 、形状から同一個体である可能性が高いが、

接合はしない。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は南向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。釘が大量に出上しており、埋葬時に箱棺を用いた
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物
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可能性が考えられるが、棺材そのものは出上 していない。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉 と推定

される。

DttSZ42墓壊 (第 97図、写真図版27)

〔位置 。重複〕ⅣF27・ 28グ リッドに位置し、単独遺構である。東側にSZ28、 西側にSZ59が隣接して

いる。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-55° 一Wである。規模は開口部径135× 107cm、 深さ

64cmを波Jる 。

〔出土人骨〕なし

〔出土遺物〕鉄銭 5g、 鉄釘81gが出上した。鉄銭は錆による破損のため銭種・枚数ともに不明である。

〔性格 。時期〕人骨は出土していないが、出土遺物から墓竣と考えられる。副葬銭から、埋葬時期は

18世紀中葉以降と推定される。

DttSZ43墓壊 (第 98・ 99・ 178図、写真図版27・ 62)

〔位置・重複〕ⅣF37グ リッドに位置する。SZ74・ 78と重複するが、新旧関係は確認できず、同時に

掘り上げる形となってしまった。

〔形状・規模〕SZ43と して確認できたのは東～南壁のみである。重複するSZ74'78と 同時に掘り上げ

てしまったため、SZ43単独での形状・規模は不明である。深さ90cmを 測る。
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

〔出土人骨〕歯牙数点・下肢骨が出上した。下肢骨は膝を曲げ、南側へ倒れた状態であつた。

〔出土遺物〕銅銭14点 (1257～ 1270)、 煙管 2点 (2111・ 2254、 2112・ 2255)、 柄鏡 (2330)、 刃物の柄部

(2444)、 刃物 ?(2487)、 陶器小碗 (2738)、 鉄銭24g、 鉄釘467gが出上した。銅銭の銭種は、古寛永

3。 新寛永背文 1,新寛永背元 1。 新寛永無背 9である。なおこの他も銅銭 2枚を確認しているが、

鉄銭と固着し分離できないため銭種は不明である。鉄錢は5枚程度で大半が寛永鉄一文とみられる

が、固着し錆に覆われているため正確な銭種・枚数は不明である。煙管は工b～ Ⅱc類、Ve～Ⅵa類に

属する。小碗は灰釉で羽根文が施されており為18世紀の美濃産と考えられる。鉄釘には木質が付着し

ていた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は12～ 15歳程度の若年女性である。人骨の遺存

状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

DttSZ44墓墳 (第 100'178・ 179図、写真図版28)

〔位置・重複〕ⅣF39グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-52° ―Wである。規模は開口部径146× 70cm、 深さ

27cmを 浪1る 。

〔出土人骨〕部位不明の骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1271～ 1277)が 出上した。銭種は永築通宝 1・ 古寛永6である。

〔性格・時期〕人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細は不明である。副

葬銭から、埋葬時期は17世紀中葉と推定される。

DttSZ45墓境 (第 100・ 179図 、写真図版28・ 63)

〔位置・重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。南西側でSZ41と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-39° ―Wである。規模は開口部径160× 110cm、 深さ

は最深部で73cmを 測る。底面には段差があり、北西側で一段高くなっている。

〔出土人骨〕頭骨および四肢骨の一部が出上している。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面は東を向く。

頭蓋骨の南東側には上肢骨・下肢骨の一部が残存するが、遺存状態が悪く、向きなどの確認はできな

かった。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (1278～ 1283)、 煙管 (2113・ 2256)が出土した。銅銭は6点 とも古寛永である。

煙管はⅣa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮～熟年で、性別は不明である。人骨の出土

状況から、遺体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。釘は出上しておら

ず、墓壊内に直に埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀中葉と推定される。

DttSZ46墓境 (第 101・ 179図 、写真図版28・ 63)

〔位置 。重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。南東側でSZ14・ 62と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-33° 一Eである。規模は開口部径145× 95cm、 深さ69

cmを測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨と下肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北側に位置し、顔面は東を向く。その南側に

ある下肢骨は、膝を折り曲げ、体に密着させたような格好である。膝頭は北東を向き、頭蓋骨と近接

している。
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

〔出土遺物〕銅銭 5点 (1284～ 1288)、 煙管 (2114・ 2257)、 警 (2573)、 が出土した。銅銭の銭種は、古

寛永 2・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背 2である。煙管はⅢc類 に属する。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀

前葉と推定される。

DttSZ47墓境 (第 102・ 103・ 179。 180図 、写真図版29)

〔位置 。重複〕ⅣF17・ 18グ リッドに位置し、SZ75と重複する。またSZ75を含めSZ77・ 76・ 49・ 31と

群をなしておりその一端に当遺構がある。北側にはSZ16、 東側にはSZ29、 西側にはSZ30が隣接して

いる。

〔形状・規模〕重複するSZ75と 同時に掘り上げてしまったため、南壁は確認できなかった。平面形は

円形で、規模は北西・南東壁間が137cm、 深さ65cmを 測る。

〔出土人骨〕墓媛中央に、頭蓋骨と四肢骨を確認した。頭骨は下を向いており、東脇に下肢骨が直立す

るような状態である。遺存状態は良好である。

〔出土遺物〕銅銭25点 (1289～ 1313)、 煙管 (2116・ 2258)、 煙管雁首 (2115)、 和鋏 (2526)、 鉄銭23g、

鉄釘81gを 埋土中より確認した。銅銭の銭種は、古寛永 9・ 新寛永無背10。 文久永賓 1・ 半銭 1,一

銭 3・ 二銭 1である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は19世紀末葉と推定される①

DttSZ48墓境 (第 103・ 180図 、写真図版28・ 63)

〔位置 。重複〕ⅣF18グ リッ ドに位置 し、SZ25と SZ37と 重複す る。SZ18、 SZ24、 SZ25、 SZ37、 SZ

66と 群をなしておりその一端に当遺構がある。

〔形状・規模〕平面形は楕円形であり、長軸方向はN-37° 一Eである。規模は長軸方向が120cm、 短軸

方向の残存値が75cm、 深さ60cmである。

〔出土人骨〕墓墳中央に頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は良好である。腕部は肘から頭骨に向

かって曲げており、口に指を唾えていたものと推測される。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (1314～ 1319)、 煙管吸口 (2259)を 埋土中より確認した。銅銭はすべて古寛永で

ある。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮～熟年の男性である。人骨の出土状況から、

遺体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世

紀中葉と推定される。

DttSZ49墓娠 (第 104図、写真図版29,64)

〔位置 。重複〕ⅣF17グ リッ ドに位置す る。 SZ30、 SZ31と 重複す る。 SZ77、 SZ76、 SZ75、 SZ47、 S

Z31、 SZ30と 群をなしておりその一端に当遺構がある。西側にはSZ39が隣接している。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-32° ―Eである。規模は長軸方向が120cm、 短軸方向の

残存値が80cm、 深さ43cmである。

〔出土人骨〕中央に頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は良好である。頭骨は下を向いている状態で

あり、四肢骨は頭骨を囲むような位置にある。四肢骨のうち脚部と見られる部位は直立しており、腕
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部は底面と水平な状況である。

〔出土遺物〕煙管 (2■ 7・ 2260)、 柄鏡 (2331)、 刀子 (2445)、 和鋏 (2527)、 毛抜き (2549)、 火打金

(2634)、 鉄銭25g、 鉄釘242gが出上している。鉄銭は30枚程度で、寛永鉄一文・仙台通費を含むとみ

られるが、錆による固着と破損のため正確な銭種 。枚数は不明である。和鋏と毛抜きは完形であり、

鏡と同じ高さより出土している。煙管はVe類である。鏡は柄鏡であり完形である。文様は、蓬莱図

で、柄には藤のツタをしっかりと巻いている。顔のすぐ脇より出土しており、煙管・和鋏・毛抜き等

と一緒に懐付近に埋葬されたとみられる。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は老年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は北向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定され

る。

DttSZ50墓壊 (第 105。 186・ 187図、写真図版28。 64)

〔位置 。重複〕ⅣF20グ リッドに位置する。南側でSZ103と重複する。

〔形状 。規模〕確認できたのは北～東壁のみである。重複するSZ103と 同時に掘り上げてしまったた

め、SZ50単独での形状・規模は不明である。深さは26cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨 。下肢骨が出土した。頭蓋骨は最も北側に位置し、左側を地面に付け、顔面は東

向きである。下肢骨は膝を折り東向きに倒した状態である。
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2 D区墓域

〔出土遺物〕銅銭 6点 (1459～ 1464)、 煙管雁首 (2128)、 煙管 (2118・ 2261)、 片国鉄鍋 (2655)、 陶器

指鉢片 (2743)、 鉄釘16gが出土した。銅銭の銭種は、古寛永 5・ 寛永不明 1である。キセルはⅡb類に

属する。鉄鋼は口唇部の対極する2ヶ 所に吊耳を持ち、一方の吊耳の下部には片国がある。底部には

3足を持つ。頭蓋骨のすぐ東側で、横倒しの状態で出土した。陶器は鉄牙由が施されている。在地産と

考えられるが、製作年代は不明である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状態から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀

中葉と推定される。

DttSZ51墓墳 (第 106・ 181図、写真図版65)

〔位置・重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。北側でSZ21、 北西側でSZ62、 南側でSZ13、 東側でSZ15

と重複する。またSZ61と も重複するが、新旧関係の判断がつかず、同時に掘り上げる形となってし

まった。

〔形状・規模〕確認できたのは南壁の一部のみである。重複する他遺構と同時に掘り上げてしまったた

め、全体の形状・規模は不明である。深さは63cmを測る。

〔出土人骨〕頭骨および下肢骨の一部が出土した。下肢骨は左右とも膝を上にして折り曲げ、底面か

ら立ち上がった状態であった。頭蓋骨は、左右の下肢骨の間に確認した。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (1320～ 1322)、 煙管 (2119,2262)、 煙管吸口 (2263)、 小柄 2点 (2446・ 2447)、

鉄銭207g、 鉄釘356gが出土した。銅銭は3点 とも古寛永である。鉄銭は50枚程度で、寛永鉄一文・仙

台通費を含むとみられるが、固着と破損のため正確な銭種・枚数は不明である。煙管はVc類に属す
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

る。釘には木質部分が付着 していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は座位で屈葬されたと考えられる。釘の出土量が多く、埋葬時に箱構を用いた可能性が考えられる

が、棺材そのものは出上していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

DttSZ52墓墳 (第 107・ 181図 、写真図版28・ 65)

〔位置 。重複〕ⅣF39'40グ リッドに位置し、́南東側でSZ 4と 重複する。北側にはSZ 2、 南側にはSZ

70が隣接 している。

〔形状・規模〕平面形は不整形で、長軸方向はN-56° 一Eである。規模は開口部径192× 151cm、 深さ

59cmを 波よる。

〔出土人骨〕ほぼ中心付近で、破損した状態の頭骨・四肢骨がまとまって出上した。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (1323～ 1328)、 煙管吸口 (2264)、 和鋏 (2528)、 釘がそれぞれ埋土中より出土し

ている。和鋏は刃先のみである。銅銭はいずれもばら銭であった。銭種は、古寛永 1・ 新寛永背文 2・

新寛永不明2・ 不明1である。

〔性格・時期〕鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、再葬墓とみられる。

副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

DttSZ53墓娠 (第 108図 、写真図版28・ 65)

〔位置・重複〕ⅣF30グ リッドに位置する。北側でSZ 6と重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-42° ―Wである。規模は開口部径130× 75cm、 深さ

74cmを 測る。

〔出土人骨〕下肢骨が出土した。数点が、ほぼ平行に並んだ状態であった。

〔出土遺物〕鉄製金具 5点 (2609～ 2613)、 鉄銭212g、 鉄釘89gが出上した。なお、この他に銅銭 5枚

を確認しているが、鉄銭と固着し分離できないため銭種は不明である。鉄銭は90枚程度で、大半が寛

永鉄一文とみられるが、錆による固着と破損のため正確な銭種・枚数は不明である。金具・釘には木

質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年の男性である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土量が多く箱棺を用いた可能性が考えられるが、

棺材そのものは出土していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

DttSZ54墓娠 (第 109。 181図 、写真図版30)

〔位置 。重複〕ⅣF27グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-53° 一Eである。規模は開口部径196× 138cm、 深さ

49cmを 測る。

〔出土人骨〕下肢骨の一部が出土した。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (1329～ 1334)が 出土している。銭種は、古寛永 5。 新寛永無背1である。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

DttSZ55墓嬢 (第 109・ 181図、写真図版30。 66)

〔位置 。重複〕ⅣF29。 30グ リッドに位置する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-42° ―Eである。規模は開口部径96× 92cm、 深さ62cm

を測る。

〔出土人骨〕頭骨・四肢骨が良好な状態で出土した。頭骨は顔面を下にした状態であった。下肢骨は膝

を上にして、底面から直立していた。

〔出土遺物〕銅銭 (1335)、 煙管吸口 (2265)、 ガ́ラス鏡 (2365)、 磁器紅皿 1′点 (2739)、 鉄銭376g、 鉄

釘198gが出土した。銅銭は古寛永である。なお、この他に銅銭 6枚を確認しているが、鉄銭と固着し

分離できないため銭種は不明である。鉄銭は50枚程度で、仙台通賓・寛永鉄四文を含むとみられるが、

錆による固着と破損のため正確な銭種・枚数は不明である。煙管はⅥ類に属する。紅皿は肥前産で19

世紀前半～中頃のものと考えられる。釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺体は南向きの座

屈姿勢で埋葬されたと考えられる。釘の出土から埋葬時に箱棺を用いた可能性が考えられるが、棺材

そのものは出土していない。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定される。

DttSZ56墓壊 (第■0,181図、写真図版30)

〔位置・重複〕ⅣF28グ リッドに位置し、単独遺構である。東側にSZ20が隣接し、北東側にSZ46、 北

西側にSZ18墓群が点在している。

〔形状・規模〕平面形は精円形で、長軸方向はN-38° 一Eである。規模は開口部径132× 73cm、 深さ61

cmを波↓る。

〔出土人骨〕西側で、四肢骨を確認した。遺存状態は悪く、頭骨と脚部とみられる骨の一部だけであ

る。頭骨は下顎枝が遊離しており、埋葬時の顔の向き等を知るのは困難である。脚部は膝付近しか残

らず、左右は不明である。

〔出土遺物〕銅銭 4点 (1386～ 1339)が出上した。銭種はいずれも古寛永である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は10歳前後の小児である。人骨の遺存状態が悪

く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀中葉と推定される。

DttSZ57墓娠 (第■0。 181・ 182図、写真図版30・ 66)

〔位置 。重複〕ⅣF29。 39グ リッドに位置する。南側でSZ23と重複する。

〔形状・規模〕平面形は円形で、長軸方向はN-33° ―Eである。規模は開口部径115× ■Ocm、 深さ64

cmを浪↓る。

〔出土人骨〕頭蓋骨および四肢骨の一部が出土した。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1340～ 1346)、 煙管 (2120・ 2266)、 小刀 (2448)、 鉄釘43gが出土した。銅銭の

銭種は、皇宋通賓 1・ 古寛永5'新寛永背文1である。煙管はⅡb類に属する。釘には木質部分が付

着していた。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から箱棺を用いた埋葬が考えられるが、棺材そのもの

は出土していない。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推定される。
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DttSZ58墓娠 (第 111・ 182図 、写真図版30。 60)

〔位置 。重複〕ⅣF39グリッドに位置する。南側でSZllと 重複する。

〔形状 。規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-26° 一Wである。規模は長軸方向の残存値が120cm、

短軸方向が80cm、 深さ60cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨の一部および部位不明の骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕銅銭 6点 (1347～ 1352)、 煙管 (2121・ 2167)、 毛抜き (2550)、 磁器 (2740)、 鉄釘 6gが出

土した。銅銭の銭種は古寛永 5。 新寛永背文 1である。煙管はⅡa～ ェb類に属する。磁器は染付の九

碗で、17世紀代の製作と考えられる。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から埋葬時に箱構を用いた可能性も考えられるが、構

材そのものは出土していない。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推定される。

DttSZ59墓壊 (第 111・ 182～ 185図、写真図版30・ 66)

〔位置 。重複〕ⅣF49グリッドに位置する。北西側でSZ38、 南東側でSZ27と重複する。

〔形状・規模〕重複する墓媛と同時に掘り上げてしまったため、全体の正確な形状・規模は不明であ

る。残存部から推定すると平面形は楕円形で、長軸方向はN-50° ―Wである。規模は長軸方向の残

存値が110cm、 短軸方向が105cm、 深さ81cmを測る。

〔出土人骨〕四肢骨の一部と思われる骨片が少量出土している。

〔出土遺物〕銅銭86点 (1353～ 1438)、 煙管 (2122・ 2268)、 ガラス鏡 (2366)、 金具 2点 (2614・ 2615)、
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

鉄銭60g、 鉄釘262gが 出土 した。銅銭の銭種 は、古寛永18点 ・新寛永背文 5。 新寛永無背60。 新寛永

背仙 1・ 新寛永背元 1・ 不明 1である。鉄銭は15枚程度で、寛永鉄一文・仙台通賓 を含むとみ られる

が、固着 し錆で覆われているため正確な銭種 ・枚数は不明である。煙管はVa類に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から埋葬に箱棺を用いた可能性も考えられるが、棺材

そのものは出土していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

DttSZ60墓埃 (第 112図、写真図版30'66)

〔位置 。重複〕ⅣF48・ 49グ リッドに位置する。北西側でSZ38と 重複する。

〔形状・規模〕重複する墓娠と同時に掘り上げてしまったために、全体の正確な形状・規模は不明で

ある。残存部から推定すると平面形は楕円形で、長軸方向はN-40° ―Wである。規模は長軸方向が

120cm、 短軸方向の残存値が87cm、 深さ45cmを 測る。

〔出土人骨〕四肢骨の一部が出土した。

〔出土遺物〕ガラス鏡 (2367)、 陶器灰釉小碗 1′点 (2741)、 鉄銭 8g、 鉄釘48gが出上した。鉄銭は錆

による破損のため、銭種・枚数ともに不明である。陶器は大堀相馬産で18世紀代の製作と考えられる。

〔性格 。時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。釘の出土から埋葬に箱棺を用いた可能性も考えられるが、棺材そのものは出土してい

ない。副葬品から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

DttSZ61墓填 (第 106・ 185。 186図 、写真図版31)

〔位置 。重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。北側でSZ21、 北西側でSZ62、 南側でSZ13、 東側でSZ15

と重複する。またSZ51と も重複するが、新旧関係の判断がつかず、同時に掘り上げる形となってし

まった。

〔形】犬・規模〕重複する他遺構と同時に掘り上げてしまったため、全体の形状・規模は不明である。深

さイま63cmを 沢1る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨・四肢骨の一部が出土した。すべて底面に接地している。

〔出土遺物〕銅銭 4点 (1439～ 1442)、 煙管 (2123・ 2269)、 刃物 (2450)、 和鋏 (2529)、 火打金 (2635)、

鉄釘21gが出上した。銅銭の銭種は、古寛永 2・ 新寛永背文2である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推定される。

DttSZ62墓壊 (第 112図 、写真図版31・ 67)

〔位置 。重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。北西側でSZ46、 南東側でSZ51・ 61・ 21と 重複する。

〔形状 。規模〕重複する墓墳と同時に掘り上げてしまったため、正確な形状・規模は不明である。残

存部の長軸方向はN-42° ―Wである。規模は短軸方向が115cm、 長軸方向の残存値が123cm、 深さ54cm

を測る。

〔出土人骨〕四肢骨の一部が出土した。

〔出土遺物〕煙管雁首 (2124)、 鉄釘81gが出土した。煙管はⅣb類 に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。釘の出土から埋葬時に箱棺を用いた可能性も考えられるが、棺
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

材その ものは出上 していない。副葬品か ら近世の墓墳 と考えられるが、詳細な時期は不明である。

DttSZ63墓境 (第 113図、写真図版31・ 67)

〔位置 。重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。北側でSZ64、 西側でSZ14・ 21と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-48° ―Eである。規模は開田部径185× 115cm、 深さ

44cmを 預↓る。

〔出土人骨〕人骨片が少量出土している。部位は不明である。

〔出土遺物〕刀子 (2451)、 鉄銭337gが出土した。鉄銭は寛永鉄一文・寛永鉄四文を含むとみられるが、

固着し錆で覆われているため正確な銭種・枚数は不明である。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は3歳前後の幼児で性別は不明である。人骨の

遺存状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は19世紀後葉と推定さ

れる。

DttSZ64墓娠 (第 113・ 186図 、写真図版30,67)

〔位置・重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。南側でSZ63と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-57° ―Eである。規模は長軸方向が■3cm、 短軸方

向の残存値が80cm、 深さ44cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨および下肢骨が出土した。

〔出土遺物〕銅銭 8点 (1443～ 1450)、 煙管 (2125。 2270)、 火打金 (2636)、 陶器呉器手碗 (2742)が出

上した。銅銭の銭種は、古寛永 2・ 新寛永無背 5。 不明1である。煙管はⅣa類 に属する。陶器は肥

前産で18世紀代の製作である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の出土状況から、遺

外は頭位を東にして、北向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。棺を用いた痕跡は見られず、墓

壌内に直に埋葬されたようである。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

DttSZ65墓境 (第 114図、写真図版31)

〔位置 。重複〕ⅣF39グ リッドに位置する。南側でSZ 8と 重複する。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-30° 一Eである。規模は東西壁間が63cm、 南北方向

の残存値が105cm、 深さ18cmを 測る。

〔出土人骨〕部位不明の人骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕なし

〔性格 。時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

DttSZ66墓娠 (第 114・ 186図、写真図版31・ 67)

〔位置・重複〕ⅣF19グ リッドに位置 し、SZ37と 重複する。SZ18。 SZ24,SZ25'SZ48群 の一端にあ

りSZ66は その北東側に存在 している。

〔形状・規模〕平面形は円形で、規模は開口部径135× 103cm、 深さ70cmである。長軸方向はN-39° ―

Eである。

〔出土人骨〕墓娠の南側で、頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良好である。頭骨は下を向
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

いてお り、腕部か脚部の間に位置する。

〔出土遺物〕銅銭 8点 (1451～ 1458)、 煙管雁首 2点 (2127、 2126)、 刀子 (2452)、 小刀 (2453)、 毛抜き

(2551)を埋土中より確認した。銅銭はいずれもばら銭であり、銭種は、皇宋通費 1・ 古寛永 7である。

煙管は2点 ともIc類である。 1つ は肩に象刻模様があり、唐草模様に酷似している。

〔サl■格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は老年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は北向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は17世紀中葉と推定され

る。                    ´

DttSZ67墓娠 欠番

DttSZ68墓境 欠番

DttSZ69墓境 (第 115。 187図、写真図版31)

〔位置。重複〕ⅣF28グ リッドに位置し、単独遺構である。北側にSZ28、 南側にSZ32が点在している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形であり、規模は開口部径107× 83cm、 深さ28cmである。長軸方向はN―

33° 一Eである。

〔出土人骨〕なし

〔出土遺物〕銅銭3点 (1465～ 1467)が出土した。銭種は、天聖元賓 1・ 皇宗通賓 1・ 熙寧元賓 1であ

る。

〔′l■格 。時期〕人骨は確認していないが、出土遺物から墓墳と考えられる。副葬銭から、埋葬時期は

17世紀前葉と推定される。

DttSZ70墓境 (第 115。 187図、写真図版32・ 67)

〔位置・重複〕ⅣF49・ 50グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-20° 一Eである。規模は開口部径112× 82cm、 深さ42

cmを浪1る 。

〔出土人骨〕都位不明の人骨片が少量出土した。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (1468～ 1470)、 小柄 (2454)が 出土した。銅銭の銭種は、古寛永 2・ 新寛永背

文1である。

〔サl■格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と推定される。

DttSZ71墓墳 (第80図 、写真図版23・ 56)

〔位置。重複〕ⅣF30'40グ リッドに位置する。北側でSZ17、 西側でSZ73、 南西側でSZ72と 重複する

が、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ17・ SZ72・ SZ73と 同時に掘り上げてしまったため、SZ71単独での形状・

規模は不明である。深さ50cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨を確認した。頭蓋骨は右側を接地しており、顔面は南西方向を向く。左

右一方の下肢骨は頭蓋骨に近接し、一方は離れた位置にある。頭蓋骨付近の下肢骨は、底面よりもや

や浮いた位置に出土している。

〔出土遺物〕煙管雁首 (2129)、 板状鉄製品 (2656)が出土した。煙管はШd類である。2656は頭蓋骨右
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

側面に付着 した状態であ り、一部に布が付着 していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の遺存状態は悪くな

いが、出土した位置関係が不自然であり、埋葬時の状況は不明である。副葬品から近世の墓媛と考え

られるが、詳細な時期は不明である。

DttSZ72墓境 (第 80・ 187図、写真図版23)

〔位置・重複〕ⅣF30・ 40グ リッドに位置する。北側でSZ71と重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ71と 同時に掘り上げてしまったため、SZ72単独での形状・規模は不明であ

る。深さ50cmを 測る。

〔出土人骨〕下肢骨が出土した。一端を接地し、もう一端は底面から浮いた状態であった。

〔出土遺物〕銅銭 (1471)が出土した。銭種は新寛永背文である。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。副葬銭から、埋葬時期は17世紀後葉と考えられる。

DttSZ73墓墳 (第80図 、写真図版23)

〔位置・重複〕ⅣF30・ 40グ リッドに位置する。東側でSZ71と重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ71と 同時に掘り上げてしまったため、SZ73単独での形状・規模は不明であ

る。深さ50cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨の一部・歯牙数点が出土した。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

DttSZ74墓壊 (第 98・ 99図 、写真図版29)

〔位置・重複〕ⅣF37グ リッドに位置する。SZ43・ 78と 重複する。

〔形状・規模〕SZ74と して確認できたのは南～西壁のみである。重複するSZ43:100。 101と 同時に掘

り上げてしまったためSZ74単独での形】犬・規模は不明である。深さ90cmを 測る。

〔出土人骨〕頭骨および四肢骨が出上した。下肢骨は膝を曲げ、底面から立ち上がった状態であった。

頭蓋骨はそのすぐ脇に位置する。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は老年の男性である。人骨の出土状況から、遺

体は北向きの座位で屈葬されたと考えられる。副葬品がなく、埋葬時期は不明である。

DttSZ75墓壊 (第 102・ 103。 187図、写真図版29'63)

〔位置・重複〕ⅣF17・ 18グ リッドに位置する。SZ47・ SZ77と 重複する。またSZ47、 SZ76、 SZ77、

SZ49、 SZ31と 当遺構 は群をなしている。】ヒ恨1に はSZ16、 東側にはSZ29、 西側にはSZ30が隣接 してい

る。

〔形状・規模〕確認できたのは北西・南東壁のみである。重複するSZ47・ 77と 同時に掘り上げてしまっ

たため、SZ75単独での形状・規模は不明である。北西・南東壁間は160cm、 深さは65cmを 測る。

〔出土人骨〕中央に頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は、良好である。頭骨は骨盤の上に位置し、背
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

骨から肩甲骨 までの骨がその北側 にある。

〔出土遺物〕銅銭 2点 (1472・ 1473)、 柄鏡 (2332)、 煙管吸口 (2271)、 鉄銭22gを 埋土中より確認した。

銅銭の銭種は、新寛永無背 1・ 寛永不明 1である。鉄銭は5枚程度で、寛永鉄一文・仙台通費を含む

とみられるが、錆のため正確な銭種・枚数は不明である。柄鏡は頭骨の下に確認された。図柄は流水

双鶴図柄鏡で勝山藤原正歳のものである。煙管は脚部の間に確認している。分類はVbである。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨出土状況から、被葬者の埋葬方法は北向きの座葬 (正座)と 考えら

れる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

DttSZ76墓境 (第 102・ 103図 、写真図版29・ 63)

〔位置 。重複〕 ⅣF17・ 18グ リッドに位置し、SZ49・ SZ77と 重複する。またSZ47、 SZ75、 SZ77、

SZ49、 SZ31と 当遺構は群をなしている。北側にはSZ16、 東側にはSZ29、 西側にはSZ30が隣接してい

る。

〔形状・規模〕確認できたのは北壁と南壁の一部のみである。重複するSZ31・ 77と 同時に掘り上げて

しまったため、SZ76単独での形状・規模は不明である。南北壁間は110cm、 深さは65cmを 測る。

〔出土人骨〕中央に頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良好である。四肢骨は脚部と腕部の

一部だけであるが、埋葬時の状態を保っているものとみられる。

〔出土遺物〕刀子 (2455)が出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭がなく、埋葬時期は不明

である。

DttSZ77墓境 (第 102・ 103・ 187～ 193図 、写真図版29,63)

〔位置 。重複〕ⅣF17・ 18グ リッドに位置し、SZ75。 SZ76と 重複する。またSZ47、 SZ75、 SZ76、 SZ

49、 SZ31と 当遺構は群をなしている。北側にはSZ16、 東側にはSZ29、 西側にはSZ30が隣接している。

〔形状・規模〕重複するSZ75。 76と 同時に掘り上げてしまったため、SZ77単独での形状・規模は不明

である。深さは65cmを測る。

〔出土人骨〕頭骨と四肢骨を確認した。

〔出土遺物〕銅銭142点 (1474～ 1615)、 不明品 (2657)、 貝 2枚が出上した。銅銭は東で 2組出土して

いる。赤い布を巻き、その状態で環を作り中心部に籾殻を配していた。銅銭の銭種は、元祐通費 1・

洪武通賓 1・ 古寛永11・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背104。 新寛永背元 7・ 新寛永背足 3。 新寛永背刻ヽ

1・ 天保通費 1・ 文久永賓 3。 一銭 5。 二銭 2・ 不明 1である。和鋏は完形である。2657は棒状のガラ

ス製品であるが、詳細は不明である。貝は、ハマグリとみられるが遺存状態が悪く中を確認すること

ができなかった。

〔′l■格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は3歳前後の幼児である。人骨の遺存状態が悪

く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は19世紀末葉と推定される。

DttSZ78墓境 (第98・ 99。 193図 、写真図版27・ 62)

〔位置 。重複〕ⅣF37グ リッドに位置する。西側でSZ100と 重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ43。 100と 同時に掘り上げてしまったため、SZ78単独での形状・規模は不

明である。深 さは90cmを測る。
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〔出土人骨〕下肢骨の一部が出土した。

〔出土遺物〕銅銭 3点 (1616～ 1618)、 煙管 (2130・ 2273)、 煙管吸口 (2272)、 小刀 (2456)、 不明 (2658)、

鉄銭112g、 鉄釘51gが 出土した。銅銭の銭種は、新寛永背文 1。 新寛永無背 1・ 寛永不明1である。

鉄銭は40枚程度で、大半が仙台通費とみられるが、錆のため正確な銭種・枚数は不明である。煙管は

Ⅲc類 に属する。鉄釘には木質部分が付着していた。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

DttSZ79墓境 (第 116図 、写真図版32)

〔位置。重複〕ⅣF46グリッドに位置し、単独遺構である。当遺構は、周溝に囲まれている墓域内に入

らず、南側に点在している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形であり、規模は開田部径85× 63cm、 深さ10cmである。長軸方向はN一

40° 一Eである。

〔出土人骨〕墓墳の南側で下肢骨を確認した。遺存状態は悪い。膝頭は東に向いた状態であった。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年の女性である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。出土遺物がなく、埋葬時期も不明である。

DttSZ80墓境 (第 l16図 、写真図版32)

〔位置 。重複〕ⅣF58グリッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状 。規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-35° 一Eである。規模は開口部径160× 125cm、 深さ

22cmを 浪よる。

(出土人骨〕頭蓋骨および四肢骨が出土している。頭蓋骨は北側に位置する。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年で性別は不明である。人骨の出土

状況から、遺体は頭位を北にして、西向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。棺箱を用いた痕跡

は確認しておらず、遺体は墓竣に直に埋葬されたようである。副葬品がなく、埋葬時期は不明である。

DttSZ81墓境 (第 116図、写真図版32)

〔位置 。重複〕ⅣF49・ 59グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-27° 一Eである。規模は開口部径93× 75cm、 深さ16

cmを浪Jる 。

〔出土人骨〕下肢骨の一部が出土した。

〔出土遺物〕なし

〔Jl■格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。出土遺物がなく、埋葬時期も不明である。

DttSZ82墓境 (第 l17図、写真図版32・ 68)

〔位置。重複〕ⅣF27グ リッドに位置し、北西側でSZ92と重複する。SZ93・ SZ92・ SZ82は列状に配置

しておりその中で最も南東側に位置する。北東側にSZ59、 南東側にSZ84・ SZ91・ SZ88群が隣接して
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セヽる。

〔形状・規模〕平面形は正方形であり、規模は開口部径116× 97cm、 深さ87cmである。長軸方向はN―

41° ―Eである。

〔出土人骨〕頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は農好である。頭骨は下を向いており、四肢骨は腕

部と脚部が直立した状態であった。

〔出土遺物〕煙管 2組 (2131・ 2274、 2132・ 2275)、 布裁刀 (2457)、 鉄銭860g、 鉄釘287gを 埋土中より

確認した。鉄銭は100枚程度で、大半が仙台通賓とみられるが、錆のため正確な銭種・枚数は不明であ

る。煙管の2組はVb類 とVc類に分類されている。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は老年の女性である。人骨出土状況から、遺体

は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

DttSZ83墓娠 (第 117・ 198図 、写真図版32・ 68)

〔位置 。重複〕ⅣF26グ リッドに位置し、単独遺構である。南東側にSZ85'SZ86・ SZ87墓群が隣接し

ており、北側にはSZ82・ SZ92'SZ93墓群が点在している。

〔形状・規模〕平面形は円型であり、規模は開口部径134× 115cm、 深さ73cmを 測る。長軸方向はN―

47° 一Eである。

〔出土人骨〕墓娠の中央よりやや東恨1に頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良好である。頭

骨は下を向いており四肢骨は直立するような格好で出上している。四肢骨は脚部と見られる。

〔出土遺物〕銅銭10′点 (1619～ 1628)、 煙管 (2133・ 2276)、 陶器小碗 (2744)、 鉄釘 2gが出土した。煙

管はVc類である。銅銭の銭種は、古寛永 1・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背 8と なる。2744は大堀相馬産

で18世紀代のものとみられる。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年後半の男性である。人骨出土状況から、

遺体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

DttSZ84墓境 (第 118図、写真図版34・ 68)

〔位置・重複〕ⅣF27グ リッドに位置する。SZ91と 重複する。SZ84・ SZ91'SZ88は列状に配置して

おり、本遺構は最も北西側に位置している。北側にSZ59が隣接し、北西側にSZ82,SZ92・ SZ93群が

点在している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形であり、規模は開口部径103× 93cm、 深さ106cmである。長軸方向はN

-33° ―Eである。

〔出土人骨〕西側で頭蓋骨と四肢骨を確認した。遺存状態は悪く、四肢骨に関してはほとんど確認で

きなかった。頭蓋骨も一部だけである。

〔出土遺物〕煙管 (2134・ 2277)、 柄鏡 (2333)、 ガラス鏡 (2368)、 陶器小碗 (2745)、 鉄銭231g、 鉄釘

438gを 埋土中より確認した。なお、この他に銅銭 6枚を確認しているが、鉄銭と固着し分離できない

ため銭種は不明である。鉄銭は50枚程度で、大半が寛永鉄一文とみられるが、錆のため正確な銭種・

枚数は不明である。煙管はVd類である。柄鏡は柄の部分が欠損しており、ガラス鏡も一部欠損して

いる。柄鏡の文様は南天樹図柄で藤原光永作とされている。2745は大堀相馬産で18世紀代のものとみ

られる。内面に赤色顔料が少量付着している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。確認できた人骨が少量の

ため、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。
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H 検出遺構 と出土遺物

DttSZ85墓娠 (第 119・ 120・ 193・ 194図 、写真図版33・ 68)

〔位置 。重複〕ⅣF37グ リッドに位置し、SZ87と 重複する。また、当遺構を含むSZ86・ SZ87・ SZ85

は列状に配置しており、当遺構は最も南東側に位置している。北西側にSZ83が点在している。

〔形状・規模〕重複するSZ87と 同時に掘り上げてしまったため、西壁は確認できなかった。平面形は

円形で、規模は南北壁間が145cm、 深さ51cmを 測る。

〔出土人骨〕東側で頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良好である。頭骨は北側にあり、顔

は下を向く状態である。四肢骨は脚部であり、膝を曲げた状態であるようにみられる。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1629～ 1635)、 柄鏡 (2334)、 煙管 (2135・ 2278)、 鉄釘51gが出土した。これら

は、体の中央部にまとまるようにして確認された。銅銭の銭種は、古寛永 4・ 新寛永背文 2・ 新寛永

無背 1である。煙管はⅣb類に属する。柄鏡の文様は松と南天樹図で、勝山藤原正歳の銘が入つてい

る。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の女性である。人骨出土状況から、遺体

は頭位を北にして、東向きの横臥姿勢で屈葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前

葉と推定される。

DttSZ86墓境 (第 119。 120。 194図、写真図版33・ 69)

〔位置 。重複〕ⅣF26・ 36グ リッドに位置する。SZ87と 重複する。SZ86・ SZ87'SZ85は 列状に配置

しており、当遺構は最も北西側に位置している。北西側にSZ83が点在している。

〔形状・規模〕重複するSZ87と 同時に掘り上げてしまったため、東壁は確認できなかった。平面形は

円形で、規模は南北壁間が145cm、 深さ62cmを 測る。

〔出土人骨〕中央部で頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良好である。頭骨は南恨1に あり、

顔を下にした状態であった。四肢骨は北側に位置している。四肢骨は、脚部と見られる骨が中心であ

り、骨盤も確認している。骨盤は墓墳の底面とほぼ垂直になるような格好で、大腿骨は南に向かって

倒れている。

〔出土遺物〕銅銭16点 (1636～ 1652)、 刃物 (2458)、 柄鏡 (2335)、 煙管 (2136・ 2279)、 鉄釘 7gが出土

した。銅銭の銭種は、古寛永 2・ 新寛永背文 1・ 新寛永無背13で ある。煙管はVa類で、頭骨の下に

確認した。柄鏡の柄は中ごろから折られている。柄鏡は四肢骨と墓壊の縁の間に埋葬されていた。

2458は本質が柄に大量に残存している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年後半の女性である。人骨出土状況から、

被葬者は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

DttSZ87墓境 (第 119。 120・ 195図 、写真図版33・ 69)

〔位置・重複〕ⅣF27・ 37グ リッドに位置する。SZ85。 SZ86と 重複する。また、当遺構を含むSZ86・

SZ87は 列状に配置しており、当遺構はその中央に位置している。北西側にSZ83が点在している。

〔形状・規模〕重複するSZ85・ 86と 同時に掘り上げてしまったため、確認できたのは北壁と南壁のみ

であり、SZ87単独の形状・規模は不明である。南北壁間は120cm、 深さは59cmを 測る。

〔出土人骨〕中央よりやや西側のSZ86に 近い位置で、頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は比較的良

好である。頭骨は東側にあり、顔を下にした状態で出土した。四肢骨は、頭骨を挟むような格好であ

る。

〔出土遺物〕銅銭16点 (1653～ 1668)、 和鋏 (2530)、 柄鏡 (2386)、 煙管 (2137・ 2280)が出上した。和
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

鋏は、刃先を両方とも欠損 している。柄鏡は完形である。下肢骨の下に確認した。煙管はVd類に分

類されており、顔の付近から出上している。銅銭の銭種は、慶元通賓 1・ 古寛永 2・ 新寛永背文 5。

新寛永無背 8と なる。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年で性別は不明である。人骨の出土状況か

ら、被葬者は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀前葉と推定される。

DttSZ88墓境 (第 121図 、写真図版33・ 69)´

〔位置・重複〕ⅣF27グ リッドに位置する。SZ91と重複する。またSZ91と SZ84と群をなし列状に配置

する中で南東側に位置している。北東側にSZ69が点在し、南東側にはSZ32が隣接している。

〔形状・規模〕重複するSZ91と 同時に掘り上げてしまったため、北西壁は確認できなかった。平面形

は不明で、規模は北東・南西壁間105cm、 深さ56cmを 測る。

〔出土人骨〕墓墳の東側に頭骨と四肢骨を確認した。遺存状態は良好である。頭骨は、顔を南に向け

た状態である。四肢骨は脚部とみられ、骨盤から大腿骨まで残存する。腕の骨は一部しか確認できな

かった。

〔出土遺物〕煙管 (2138・ 2281)、 刃物 ?(2489)、 鉄製の毛抜き (2552)、 鉄銭436g、 釘349gを 埋土中

より確認した。鉄銭は80枚程度で、大半が寛永鉄一文とみられるが、錆のため正確な銭種・枚数は不

明である。毛抜きは頭骨と脚部の間に確認したが、埋葬時に足元に置かれたものとみられる。刃物 ?

は両端を欠損している。また一部には布が付着しており埋葬時に巻かれていたものと見られる。

〔′l■格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨出土状況から、遺体

は南向きの座位で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

DttSZ89墓娠 (第 122図、写真図版34・ 70)

〔位置。重複〕ⅣF36グ リッドに位置する。単独遺構である。北側の一部を現代の撹乱によって切られ

ている。また周溝によって囲まれた墓域の中には入らず、南側に点在している。

〔形状・規模〕平面形は楕円形であり、規模は長軸方向の残存値が100cm、 短軸方向が85cm、 深さ26cm

である。長軸方向はN-39° ―Eである。

〔出土人骨〕遺存状態は非常に悪い。北側に頭蓋骨の一部、中央に下肢骨の一部を確認している。

〔出土遺物〕陶磁器片 3点 (2746・ 2747・ 2748)が出上した。2746・ 27471よ大堀相馬産で19世紀代のも

のとみられる。2748は底部の破片で肥前産である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は若年で、性別は不明である。人骨の遺存状態

が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品から、埋葬時期は19世紀代と考えられる。

DttSZ90墓壊 (第 122図 、写真図版34・ 70)

〔位置・重複〕ⅣF23・ 33グ リッドに位置する。D区墓域から西側に大きく外れた地点である。CttS

Dlの埋上を切る。

〔形状・規模〕平面形は不整形であり、規模は長軸119cm、 短軸113cm、 深さ22cmである。長軸方向は

N-54° ―Eである。

〔出土人骨〕中央に、下肢骨を確認した。

〔出土遺物〕和鋏 (2531)が出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細
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は不明である。副葬銭がな く、埋葬時期 も不明である。

DttSZ91墓境 (第 121,195。 196図、写真図版33・ 69)

〔位置 。重複〕ⅣF27グ リッドに位置する。東側でSZ84、 西側でSZ88と 重複する。また、当遺構を含

むSZ84,SZ88は列状の配置をなし、当遺構はその中央に位置する。北西方向にはSZ59が点在してい

る。

〔形状・規模〕重複するSZ84・ 88と 同時に掘り́上げてしまったため、確認できたのは北東 。南西壁の

みであり、SZ91単独の形状・規模は不明である。北東・南西壁間は108cm、 深さは60cmを 測る。

〔出土人骨〕ほIF中心付近において、頭骨が四肢骨の間に挟まるような状態で確認された。四肢骨は、

脚部の右膝と見られる。遺存状態は比較的良好である。

〔出土遺物〕鋼銭16点 (1669～ 1684)、  煙管 (2139'2282)、 鉄銭64g、 鉄釘168gが出上した。銅銭の

銭種は、古寛永 5・ 新寛永無背11である。鉄銭は20枚程度で、大半が寛永鉄一文とみられるが、錆の

ため正確な銭種・枚数は不明である。煙管はVc類である。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は老年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

DttSZ84

0              1m

◎

　

　

　

　

　

　

　

５

◎
呪 ヂ

0                          1m

~  2333

0                           10cm

珍 臨

-184-
第118図  DttSZ84



H 検出遺構と出土遺物

DttSZ92墓境 (第 123図、写真図版34・ 70)

〔位置・重複〕ⅣF27グ リッドに位置する。南東側でSZ82、 北西側でSZ93と重複する。

〔形状・規模〕南東壁はSZ82に切られ不明であるが、残存部から平面形は長軸方向はN-64° 一Eの楕

円形と推定される。北東・南西壁間は94cm、 北西 。南東の残存長は113cmである。深さは64cmを 浪1る 。

〔出土人骨〕中央から北側に頭骨・四肢骨を確認した。人骨の遺存は比較的良好であった。

〔出土遺物〕煙管 (2140。 2283)、 ガラス鏡 (2369)、 警 (2574)、 陶磁器 2点 (2749・ 2750)、 鉄釘241g、

銭貨108gを それぞれ埋土中より確認した。銭貨は銅銭と鉄銭が各10枚程度ずつ固着し、正確な銭種・

枚数は不明であるが、仙台通賓が含まれるようである。煙管はⅥa類で、骨盤と頭骨の間に確認した。

ガラス鏡は破片の状態で出土した。警には微量ながら髪の毛が付着していた。2749は陶器小碗で大堀

相馬産である。2750は紅皿で19世紀前半から中頃の肥前産と考えられる。陶磁器類 2点は近接した位

置で、正位の状態で出上した。

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の女性である。人骨の出土状況から、遺

体は南向きの座位で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は19世紀前葉と推定される。

DttSZ93墓境 (第 124・ 196図 、写真図版34・ 70)

〔位置 。重複〕ⅣF26・ 27グ リッドに位置する。SZ92と 重複する。北側にはSZ40が隣接し、南西方向

にSZ83が点在する。周溝によって囲まれた範囲ではSZ40と 並んでもっとも西側に位置している。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-67° ―Eである。規模は開口部径119× 105cm、 深さ

60cmを 測る。

〔出土人骨〕中心よりやや南側に位置し埋葬されていた。人骨の遺存状態は比較的良好であり、頭骨・

四肢骨をそれぞれ確認した。

〔出土遺物〕銅銭 4点 (1685～ 1688)、 煙管 (2141・ 2284)、 煙管 ?(2297)、 刃物 ?2点 (2490・ 2491)、

火打金 (2637)、 鉄銭16g、 鉄釘127gが出上した。銅銭の銭種は、古寛永 1,新寛永背文 3である。銭

貨は他に16gを確認しており、固着し分離できないため正確な銭種・枚数は不明であるが、仙台通費

を含むとみられる。煙管は被葬者の頭蓋骨付近に確認した。Ve類 に属する。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の出土状況から、被

葬者は南向きの座屈姿勢で埋葬されたと考えられる。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定され

る。

DttSZ94墓娠 欠香

DttSZ95墓壊 (第 124図 、写真図版34,70)

〔位置。重複〕ⅣF29グリッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕平面形は正方形で、長軸方向はN-54° 一Eである。規模は開回部径81× 76cm、 深さ27

cmを浪↓る。

〔出土人骨〕ほぼ全身の骨格が揃って出土した。下肢骨は膝を曲げてあり、膝先は底面よりも高い位

置に浮いた状態である。頭蓋骨は開脚した左右の下肢骨の間にあり、底面にある寛骨から椎体を経て

連なった状態であった。顔面は下を向く。胸郭も一部残存していた。

〔出土遺物〕ガラス鏡 (2370)、 和鋏 (2532)、 鉄銭456g、 鉄釘231gが出土した。鉄銭は100枚程度で、

大半が寛永鉄一文とみられるが、錆による固着と破損が著しく正確な銭種・枚数は不明である。鉄釘

-185-



2つ区墓域

a       lm

Dほ SZ85

0                          1�

-186-

第119図 D区.SZ85・ 86・ 87(1)



Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構と出土遺物

には木質部分が付着 していた。鏡・和鋏は人骨の足元付近で確認 している。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は20歳前後の壮年女性である。人骨の出土状況

から、遺体は座位で、南向きに埋葬されたと考えられる。釘の出土から埋葬時に箱棺を用いた可能性

も考えられるが、棺材そのものは出土していない。副葬銭から、埋葬時期は18世紀中葉と推定される。

DttSZ96墓壊 (第 78図、写真図版23)

〔位置 。重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。SZ15。 SZ97・ SZ98と 重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ15。 SZ97・ SZ98と 同時に掘り上げてしまったため、SZ96単独での形状・

規模は不明である。深さ70cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨・下肢骨の一部が出上した。頭蓋骨は遺存状態が悪く、顔面の向きは確認できな

かった。下肢骨は長軸方向が北西一南束を向くが、確認できたのはごく一部である。

〔出土遺物〕鉄銭15g(仙台通賓 4枚 ?)、 鉄釘 2gが出土している

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬銭から、埋葬時期は18世紀後葉と推定される。

DttSZ97墓墳 (第 78図、写真図版23)

〔位置 。重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。SZ15'SZ96・ SZ98と 重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ15。 SZ96'SZ98と 同時に掘り上げてしまったため、SZ97単独での形状・

規模は不明である。深さ70cmを 沢1る 。

〔出土人骨〕頭蓋骨が出上した。遺存状態が悪く、顔面方向などは確認できなかった。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年で性別は不明である。人骨の遺存

状態が悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

DttSZ98墓娠 (第78図、写真図版23)

〔位置・重複〕ⅣF29グ リッドに位置する。SZ96・ SZ97と重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ96。 SZ97と 同時に掘り上げてしまったため、SZ98単独での形状・規模は

不明である。深さ70cmを 測る。

〔出土人骨〕四肢骨数点が出土した。あるものは底面に直立し、別のものは底面より高い位置から出

上している。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると被葬者は壮年～熟年の女性である。人骨の遺存状態が悪

く、埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

DttSZ99墓娘 欠番

DttSZ1 00墓墳 (第98'99図、写真図版27・ 62)

〔位置・重複〕ⅣF37グ リッドに位置する。東側でSZ78、 西側でSZ101と 重複するが、新旧関係は不

明である。

〔形状・規模〕重複するSZ78・ SZ101と 同時に掘り上げてしまったため、SZ100単独での形状・規模
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は不明である。深 さ90cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨と下肢骨の一部が重なり合うように出上した。

〔出土遺物〕円鏡 (2310)、 刃物 ?(2488)、 和鋏 (2533)が出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品から近世の墓壊と考えられるが、詳細な時期は不明であ

る。

DttSZ1 01墓壊 (第 98・ 99図 、写真図版27・ 62)

〔位置・重複〕ⅣF37グリッドに位置する。SZ100と重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ100と 同時に掘り上げてしまったため、SZ101単独での形状。規模は不明で

ある。深さは90cmを 測る。

〔出土人骨〕頭蓋骨の一部が出上した。

〔出土遺物〕煙管雁首 (2142)が出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年で性別は不明である。人骨の遺存状態が

悪く、埋葬時の状況など詳細は不明である。煙管の出土から近世の墓崚と考えられるが、詳細な時期

は不明である。

DttSZ1 02墓墳 欠番

DttSZ103墓渡 (第 105図、写真図版28)

〔位置。重複〕ⅣF19・ 20グ リッドに位置する。北側でSZ50。 南側でSZ104と 重複するが、新旧関係は

不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ50。 SZ104と 同時に掘り上げてしまったため、SZ103単独での形状・規模

は不明である。深さは24cmを 測る。

〔出土人骨〕下肢骨数片を確認した。東壁付近に位置する。

〔出土遺物〕なし。

〔性格・時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は成人の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品がなく、埋葬時期は不明である。

DttSZ1 04墓墳 (第 105図 、写真図版28)

〔位置 。重複〕ⅣF30グ リッドに位置する。北側でSZ103と 重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ103と 同時に掘り上げてしまったため、SZ104単独での形状・規模は不明で

ある。深さは24cmを 測る。

〔出土人骨〕下肢骨数片を確認した。

〔出土遺物〕熙寧元費 (1689)、 鉄釘 6gが出上した。

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。出土銭貨から、埋葬時期は17世紀前葉と推定される。
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DttSZ1 05墓墳 (第83図、写真図版24)

〔位置 。重複〕ⅣF19。 29グ リッドに位置する。SZ21と重複するが、新旧関係は不明である。

〔形状・規模〕重複するSZ21と 同時に掘り上げてしまったため、SZ105単独での形状・規模は不明で

ある。

〔出土人骨〕頭蓋骨を確認した。出上位置はSZ21人骨の下肢骨付近である。

〔出土遺物〕なし

〔性格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は熟年の男性である。人骨の遺存状態が悪く、

埋葬時の状況など詳細は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。
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DttSZ1 06墓境 (第 125図、写真図版34)

〔位置。重複〕ⅣF02グ リッドに位置する。D区墓域から西側に大きく外れた場所にある。重複する遺

構はない。

〔形状・規模〕平面形は楕円形で、長軸方向はN-50° 一Eである。開田部径l17× 90cmで、深さは23

cmを波よる。

〔出土人骨〕頭骸骨の一部が出土した。遺存状態は悪い。

〔出土遺物〕なし

〔Jl■格 。時期〕土葬墓である。鑑定によると、被葬者は壮年～熟年で性別は不明である。人骨の遺存

状態が悪く、埋葬時の状況についての詳細は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

DttSZ1 07墓壊 (第 125図、写真図版34)

〔位置・重複〕ⅢF92グ リッドに位置する。D区墓域から西側に大きく外れた場所にある。重複する遺

構はない。

〔形状 。規模〕北西側を大きく削平されており、全体の正確な形状・規模は不明である。残存部分か

ら平面形は円形もしくは楕円形と推定される。残存部の規模は、開口部径81× 50cmで、深さ6 cmを測

る。

〔出土人骨〕下肢骨の一部が出土した。3本の体支骨が、北西―南東を長軸方向として、平行に並んだ
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亜 検出遺構と出土遺物

状態であつた。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕土葬墓である。人骨の遺存状態が悪く、被葬者の年齢・性別や埋葬時の状況など詳細

は不明である。副葬品がなく、埋葬時期も不明である。

DttSD1 02溝 跡 (第 3図 )

〔位置・重複〕西端は撹乱に削平され不明であるが、ⅣF15グ リッド付近にあるとみられる。東端はⅣ

F20グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状 。規模〕西端から東端まで、円弧を描くようにカーブする。上端幅は50～ 90cm、 深さは20～50

cmを測る。断面形は箱形を呈し、壁はやや外傾する。

〔出土遺物〕古寛永 (1940)・ 鉄製品 (2662・ 2663)が出土した。鉄製品はいずれも用途不明である。

〔性格・時期〕D区墓域の西 。北側の境界を示す区画溝として機能していたと推測されるが、墓域の

成立以降どの段階で構築されたか、時期の詳細は不明である。SD103と は連続しないが、同一目的で

作られた一連のものであつた可能性が高い。

DttSD1 03清跡 (第 3図 )

〔位置 。重複〕北端はⅣF30グ リッド、南端はⅣF40グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕軸方向はN-10° 一Eで、ほぼ直線的である。上端幅50～ 70cm、 深さ10～30cmで、長さ

は7.5mを 測る。断面形は皿状を呈し、壁の立ち上がりは緩い。

〔出土遺物〕なし

〔性格・時期〕出土遺物がなく時期の詳細は不明だが、SD102と 同様にD区墓域の区画溝として機能し

ていたと考えられる。

DttSD1 07溝 跡 (第 3図 )

〔位置。重複〕西端は撹乱に削平され不明であるが、ⅣF36グ リッド付近にあるとみられる。東端はⅣ

F48グ リッドに位置する。重複する遺構はない。

〔形状・規模〕軸方向はN-60° 一Wで、ほぼ直線的である。上端幅50～ 230cm、 深さ10～ 30cmで、確

認できた長さは9.3mで ある。断面形は皿状を呈し、壁の立ち上がりは緩い。

〔出土遺物〕銅銭 7点 (1942～ 1948)が 出上した。銭種は、熙寧元賓 2・ 元豊通賓 2'紹聖元賓 1・ 永柴

通費 2である。

〔
′
l■格。時期〕D区墓域の南側の境界を示す区画溝であったと推測される。出土遺物が渡来銭のみであ

り、墓域の存続期間の中でも比較的早い段階で構築された可能性が高いが、詳細は不明である。

(川又 。江藤)
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第Ⅱ章に関する補足

墓墳内出土人骨の詳細については第Ⅵ章の鑑定結果を参照 してもらいたいが、若子の追加事項をこ

こにまとめておく。また、整理時の混乱のため、第Ⅱ章と第Ⅵ章で記述が合わない部分が生 じており、

その主な部分についても併せてここに記す。

BttSZ2 1個体 として記載 したが、鑑定により別な 1個体の歯が混入 していたことが半J明。

BttSZ37 1個体として記載 したが、鑑定により別な 1個体の歯が混入 していたことが半」明。

BttSZ40 1では欠番としたが、Ⅵでは成人男性の骨として報告がされている。SZ40は 、近接するS

Z20(壮年女性 と鑑定されている)と 同一個体と考えたため欠香としたのだが、鑑定者にこの情報がき

ちんと伝わらなかったため、混舌とが生 じてしまった

BttSZ63・ 64 Ⅱではそれぞれ別個体 としているが、Ⅵでは同一個体として幸R告されている。SZ63と

SZ64は全 く別地点にあるため、部位の重複がなかったとしても同一個体の可能性は低いと思われる。

鑑定者に誤った情報を伝えた可能性が高い。

BttSZ72 1個体として記載 したが、鑑定により別な 1個体の歯が混入 していたことが半」明。

BttSZ94 1個体として記載 した力S、 鑑定により別な 1個体の歯が混入 していたことが半Jtt。

BttSZl10 こでは複数イ固体が混入 していると記載 したが、少なくとも5個体分の歯が混入 していた

ことが判明している。

DttSZ38 1個体として記載 したが、鑑定により別な 1個体の歯が混入 していたことが判明。

DttSZ45 1個体として記載 したが、鑑定により別な 1個体の歯が混入 していたことが判明。

DttSZ63 1個体として記載 したが、鑑定により別な 2個体の歯が混入 していたことが判明。

DttSZ67 Ⅱでは欠呑としたが、Ⅵでは未成人の遊離歯 2本 と報告されている。DttSZ67人骨はD区

SZ50と 近接 し、部位の重複がないことからこれと同一イ固体としている。

DttSZ72 Ⅱでは下肢骨が出土 したと記載 したが、Ⅵには記載がない。紛失か ?

DttSZ75 Ⅱでは頭骨・四肢骨を確認 したと記載 したが、Ⅵでは歯のみの報告 となっている。整理時

の混乱により散逸 したか、番号違いの可能性 もある。

DttSZ84 1個体として記載 したが、鑑定により別な 1個体の歯が混入 していたことが判明。

DttSZ95 1個体 として記載 したが、鑑定により別な 1個体の歯が混入 していたことが判明。

DttSZ99 Ⅱでは欠番としたが、Ⅵでは一部の骨について記載がある。呑号違いか ?

DttSZ102 工では欠番としたが、Ⅵでは一部の骨について記載がある。番号違いか ?

DttSZ103・ 104 工では別個体 として記載 したが、Ⅵでは同一個体 として幸R告 してある。出土地点は

近接 しており、部位の重複がないため同一個体の可能性は高いとみられる。
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

DttSZ57

DttSZ58

1349

1352

13551354

1358

1359 13611360

1362 364

刊367     DttSZ59

1353

1357

1365

-255-



1368

1374

1377

1373

1379

13761375

1378

138213811380

1385

1388

1390

第刊83図 銭貨 (58)

-256-



Ⅲ 検出遺構 と出土遺物
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圧 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

1490

1493

1496

1499

1502

1505

刊508

DttSZ771511

-261-



1514

1517

1520

1523

1526

1529

1532

DttSZ771535

-262-



Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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H 検出遺構 と出土遺物
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Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (1)

掲載
lNlo

出土地声 銭貨名 その他 初鋳年
て

ｍ，

た

くｃ

こ

ｍ
＞

よ

ぐ
ｃ

酪
くｃｍ，

雛
くｃｍ＞

重量

(質 )

備  考

l BE【 SZl 寛永通賓 (古 ) 1636 249 058 346
2 BttSZユ 寛永通賓 (古 ) 058 302
3 BttSZ2 治平元賓 北宋銭 祭書 266
4 BttSZ2 寛永通費 (文 ) 1668 060 358
5 B[【 SZ2 寛永通貨 (四 ) 背■波 1768 286 064 450
6 BttSZ2 寛永通賓 (新 ) 233 0 065

7 B[こ SZ2 半銭 明治十年 0 344

8 BttSZ2 半銭 引治十年 224 0 4 350
9 BttSZ2 賃 永 1697 238 0 4 062 258

BttSZ2 寛永通買 (首 1636 0 4 060 325
BttSZ2 天保通買 当百銭 1835 028 2110

BttSZ2 天保通買 当百後 327 028 20η

BttSZ2 ズ保通費 当百銭 1835 2112

BttSZ2 天保通費 当百銭 1835 328 025 060 1920

BttS22 天保通賓 当百銭 1835 328 030 2172

BttSZ2 寛永通貨 (古 ) 1636 247 054
BttSZ2 寛永通費 (新 ) 244 060
BttSZ2 不 明 不 明 0 8 057 299
BttSZ2 寛永通費 (古 ) 0 8

BttSZ2 文久永蓄 真 文 1863 0 4 (076)

BttSZ2 支 久 /1t冒 具 文 1863 272 0 3 066 3紹Э

BttSZ2 不 不明 224 0 3 067 220
BttSZ2 二 後 明治十雫 1879 025

BttSZ2 明治十年 1879 281

BttSZ2 一銭 甥治七年 2E2
BttSZ2 一 銭 明治十三年 1880

BttSZ2 一銭 明治十年 1879 282

BttSZ2 一銭 明治十年 1879

BttSZ2 一銭 明治十年

BttSZ2 文久永賓 真 文 1863 0 2 357

BttSZ2 父久永宝 王宝イ略宝Ⅲ 1863 266 0 2

BttSZ2 覧永通寄 (新 ) 232 0 194

BttSZ2 貨 永 玄 新 1697 232 235 0 3 064 200
BttSZ2 買 軍 文 1863 270 0 069 4%

BttSZ2 文久永賓 真 文 1863 266 009 066 298
BttSZ2 文久永質 真 文 1863 273
BttSZ2 文久永賓 真 文 1863

BttSZ2 父久永賓 草 文 1863

BttSZ2 文久永質 真 文 1863 262 009 066 294

BttSZ2 父久永賓 草 文 1863 069 385
BttSZ2 丈久永賓 真 文 1863 266 060
BttSZ2 父久永宙 車 文 1863 065 384

BttSZ2 父久永賓 草 文 1863 065

BttSZ2 覚久永宙 草 支 1863 268 012 063 377

BttSZ2 久 胃 草 支 1863 064 375
B[■ SZ2 費 軍 文 1863 067 437

BttSZ2 久永賣 草 文 1863 266 009 066 289
BttSZ2 文久永買 真 文 1863 265

BttSZ2 文久永賓 真 文 266 009 325
BttSZ2 父久永費 草 文 2紹Э

51 BttSZ2 文久永寮 草 文 1863 068 388
BttSZ2 文久永寮 真 文 1863 267 333
BttSZ2 父久永寅 草 文 1863 068

BttSZ2 掟久永賓 草 文 272 068

BttSZ2 父久永賓 草 文 068

BttSZ2 覧永通首 (元 062 242
BttSZ2 寛永通賓 (新 1697 232 064 253
BI∠ SZ2 寛永通費 (元 1697 226
BttSZ2 祥符通買 北宋銭 057

BttSZ2 冶平元質 北宋銭  象書

BttSZ2 成平元寮 北宋銭 059

BttSZ2 元豊通賓 北宋銭 行書 060

BttSZ2 永製通賓 明銭 1408 054 320
BttSZ2 掟久永賓 真 文 1863 266 063
BttSZ2 文久永賓 真 文 272 062
BttSZ2 父久永賓 真 文 0 069

BttSZ2 父久永賓 真 文 1863 0 2 068

BttSZ2 貨 永 マ(四 背11波 1768 282 0 063
BttSZ2 賓 草 文 1863 0 073 403
BttSZ2 挺久永蚕 草 文 1863 267 068

71 BttSZ2 文久永買 真 文 268 275

BttSZ2 父久永賓 草 文 347

BttSZ2 文久永賓 草 文 1863 269 069 362

B優至SZ2 文久永賓 真 文 1863 270 068
B[ISZ2 文久永賓 真 文 1863 079 346

B[至 SZ2 掟久永賓 草 文 267 064
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遺物観察表 銭貨 (2)

掲載
hlo

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
たて

(cm)

こ

ｍｊ

よ

ぐｃ

厚さ
(cm)

穿 径

(cm)

重量

(質 )

備 考

77 BttSZ2 文久永買 真 支 057

BttSZ2 文久永質 真 文 265 058 397

BttSZ2 文久永質 軍 支 308

BttSZ2 文久永賓 彙文 274 272 429

BttSZ2 女久永賓 草文 1863 272

BttSZ2 父久永賓 草文 1863 274

BttSZ2 寛永通費 (新 ) 1697 224 217 062 225

BttSZ2 半銭 明治十年 1879 225 228 359

B[ISZ2 寛永通費 (新 ) 227

BttSZ2 覚久永宝 玉宝 (略宝 ) 1863 267

BttSZ2 久永宝 玉宝 (略宝 ) 1863 266 062

BttS22 久 泳 王宝 (略宝 ) 1863

BttSZ2 父久永 草 文 1863 272 071 429

BttSZ2 父久永買 草 文 1863 011 065 388

BttS22 文久永賓 真 支 264 064

BttSZ2 文久永質 具 文 1863 264 066 263

BttSZ2 文久永買 耳 文 269 346

94 BttSZ2 文久永質 員 文 268 268 277

95 BttSZ2 文久永賓 真 文 012

96 BttSZ2 文久永賓 車 文 273 269 066

BttS22 父久永宝 玉宝 (略宝 ) 268 069 402

BttSZ2 覚久永蜜 草 文 269 268

BttSZ2 文久永寮 真 文 265 013 366

BttSZ2 奮 真 文 1863 268 059

BttSZ2 文 真文 1863 273

BttSZ2 文久永τ 草文 1863 273 272 0 3 066

B[こ SZ2 文久永買 真支 266 0 0

BttSZ2 文久永質 真 1863 269 268 0

BttSZ2 父久永賓 一早 1863 268 0 068

BttSZ2 覚久永賓 草文 1863 272 0 0 074 360

BttSZ2 文久永賓 真文 1863 273 0 058 432

BttSZ2 父久永賓 草交 1863 067 370

BttSZ2 父久永賓 草文 1863 0 2 065

10 BttS22 文久永賓 真文 1868 268 266 0

1 BttSZ2 文久泉賓 草 文 278 273

2 BttS22 宝 久永 百 草 文 1863 3

3 BttSZ2 文久永賓 草 文 1863 270 271 0

4 BttSZ2 文久永宝 玉宝 (略宝 ) 079

5 BttSZ2 文久永賢 真 支 344

6 BttSZ2 父久永賢 草 文

7 BttSZ2 文久永賓 真 文 272 274

BttSZ2 文久永賓 軍 文 1863 268

BttSZ2 文久永賓 草 文 1863 266

20 BttSZ2 文久永賓 真 文 1863 270

BttS22 一銭 明治十年 1879 280

BttSZ2 冥 久永 賓 草 文 1863 269 346

B優至SZ2 貧永通賓 (古 ) 237 289

BttSZ3 富永通奮 古 ) 636 359

BttSZ3 究永通費 古 247 247 018 053 482

BttSZ3 祥行通賓 北宋銭 242 242 064 250

BttS23 寛永通質 古 242 242 4 060 370

BttSZ3 寛永通賓 古 237 0 3 053 335

BttSZ3 寛永通賓 古 1636 247 0 3 055

BttSZ4 寛永通賓 文 668 0 8 055

B ttSZ4 寛永通質 古 636 243 0 8 317

B EXISZ4 寛永通賓 古 0 9 055

BttSZ4 覧永通賓 古 256

134 BttSZ4 貧永通奮 (古 1636 058

135 BttSZ4 費永通奮 (古 1636 062

BttSZ5 永柴通賓 明銭 1408 (210) (214 008 拓本 な し

BttSZ5 寛永通買 文 258

BttS25 寛永通買 (古 0

BttSZ5 寛永通質 (古 1636 252 0 2

BttSZ5 寛永通賓 (吉 1636 0

BttSZ5 寛永通費 (古 1636 253 0 3 355

BttSZ5 寛永通賓 (古 ) 0 0 055 292

BttSZ5 寛永通貨 (古 )

BttSZ6 聖宋元費 北宋銭 行書 266

BttSZ6 賃永通奮 新 226 066 242

BttSZ6 宙永通奮 古 1636 068

BttSZ6 責 /k韻胃 剛貯) 1697 060

BttSZ6 寛永通賓 新Ⅲ 1697 243 059 257

49 BttSZ6 寛永通買 古 1636 282

150 BttSZ7 寛永通賓 文 059

BttSE7 寛永通賓 (新 ) 1697 230 062 282

BttSZ7 寛永通賓 新 1697 250 059 326

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (3)

戯
血

出土地点 餞貨名 その他 初鋳年
たて
rrmⅢ

こ

ｍｊ

よ

でｃ
隣
くｃｍナ

雛
＜ｃｍ，

重量

(質 )

備  考

BttSZ7 寛永通費 (新 ) 1697 230 056
B厄至SZ7 寛永通費 菖 1636 256 063
BttSZ7 寛永通費 新 1697 252 252 057 387
BttSZ7 寛永通費 新 223 053
BttSZ7 寛永通賓 古 1636 244 244 056
BttSZ7 寛永通貨 古 ) 1636 050
BttSZ7 寛永通費 新 ) 1697 222 222 062
B貶こSZ7 覧永通賓 古 ) 234 234 055
B歴至SZ10 寛永通費 1668 255
BttSZ10 費赤 1668

163 BttSZ10 賓 71N 1668 255 255 0 062
BIZSZ10 賓 永 百 ) 1636 0 058 297
BttSZ10 元祐通賓 北宋銭  祭書 1086 236 235 0 2 066

166 BttSZ10 寛永通質 (文 ) 1668 258 0
BttS210 寛永通賓 (文 ) 253 253 0 2 058
BttSτ 10 寛永通費 (古 ) 248 0

BttSZ12 寛永通費 (新 1697 230 0 062
70 BttSZ12 寛永通費 (古 244 069

l BttSZ12 寛永通費 新 1697 222 069 167
BttSZ12 寛永通賞 (新 1697 233 063
BttSZ12 管茶桶奮イ苦 1636

BttSZ12 寛永通賓 372
BttSZ12 宣永通奮 1697 246
BttSZ12 賃 /k 1697 235 233 058
BttS212 雷   (斯 1697 234

178 BttSZ12 寛永通費 (新 1697 228 012 062 269
179 BttSZ12 寛永通質 (古 1636 382

BttSZ13 元豊通賓 北宋銭 行書 1078 (238)

BttSZ13 寛永通費 (文 1668 252 372
182 BttSZ13 寛永通費 (新 1697 249 020 053 356
183 BttSE13 寛永通賓 (新 1697 232 013 220
184 BttSZ13 寛永通費 (新 1697 232 234 323

BttSZ13 寛永通費 新 1697 251 057 293
186 BttSZ14 寛永通費 253 257 015

BttSZ14 覧永吏 1697 253 253 052 344
BttSZ14 賃永通奮 1636 (252) (244) 232
BttSZ14 熙軍元買 北宋銭  真書 1068 242 074

SZ14 寛永通買 (古 1636 025 057 380
SZ14 寛永通費 吉 1636 260 020 053

192 BttSZ14 寛永通質 古 1636 243 244
BttSZ14 寛永通賓 古 1636 249 252 023 375

194 B[至SZ14 寛永通費 (古 ) 1636 248 056 372
95 BttSZ15 寛永通費 (元 ) 226 225 062 235 布付着

BttSZ15 示明 不 明 066
BttSZ15 示明 不 明 226
BttSZ15 不 明 不 明 拓本 な し

BttSZ15 覧永通輩 (新 236 (216) 096
BttSZ15 011 275

201 B ttSZ15 賃永 通冒 (葬 1697 233 234 064
202 BttSZ15 寛永通賓(新 , 1697 230 064 2紹9

203 BttSZ15 寛永通費 (新 ) 1697 226 064
204 BttS215 寛永通賓 所 229 228

BttSZ15 寛永通寅 斬 246
BttSZ15 寛永通費 斬 223 059

207 BttSZ15 寛永通賓 057
BttSZ15 寛永通費 1636 238 056
BttSZ15 寛永通費 占) 237 056
BttS215 寛永通費 ) 053
BttS215 寛永通賓 ) 227 068
BttSZ18 政和連質 北宋銭 祭書 折二銭 (240) (2401 068
B ttSZ18 寛永通買 1636 238 065
BttSZ18 寛永通賢 (新 ) 1697

BttSZ18 寛永通費 (新 ) 1697 235
BttSτ19 寛永通賓 (古 ) 1636 012 058 254
BttSZ19 寛永通費 (新 ) 247 303
BttSZ19 寛永通費 (古 ) 636 230 230 067 236
BttSZ19 寛永通費 (新 ) 697 227 057 298

220 BttSZ19 管 衆 桶奮

`新

ヽ 697 247 065
BttSZ19 覧永通奮 (新 222 065 221

222 BttSZ19 覧 , 1697 009
B[至 SZ20 不 不 明 209 (1731 049 072
BttSZ20 水果通費 明銭 1408 228 057 185
BttSZ21 寛永通賓 (新 1697 235 060

226 BttSZ22 寛永通賓 1697 253 253 058
227 BttSZ22 寛永通費 (新 246 246 058 326
228 BttSZ2 寛永通費 (新 233 233 063
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遺物観察表 銭貨 (4)

轍
血

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
て

ｍ＞

た

ぐｃ

こ

ｎぅ

よ

ぐｃ

さ

ｍ
ぅ

厚

でｃ

穿 径

(cm)

重量

(質 )

備  考

BttSZ22 賃永通費 (新 1697 232 011

BttSZ22 賃永通費 (新 1697 224 224 222

231 BttSZ22 賃 ぇ 範冒 (/71 1697 (178) (207) (073)

232 BttSZ22 寛永通費 (文 253 253 333

BttSZ22 管 来 極奮 (新 1697 012 336

BttSZ22 寛永通買 (新 1697 066

BttSZ22 寛永通費 (新 ) 1697 229 230 065 283

236 BttSZ23 寛永通賓 (首 1636 237 237 055

BttSZ23 寛永通費 (文 1668

238 BttS223 寛永通質 (文 ) 1668 菱形 に加工

BttSZ23 寛永通賓 (文 ) 057

BEXISZ23 覧永通費 (文 ) 1668 256 256 058 370

B[こSZ23 寛永通費 (古 ) 1636 248 058 365

242 BEXISZ23 貨永通賓 (古 ) 1636 060 279

243 B[至SZ23 賓 7k通雷 (文 1668 254

BttS223 寛永通買 (古 245 011 057 302

245 BttSZ23 寛永通買 057

BttSZ23 寛永通賓 (= 1636 056 330

BttSZ24 寛永通賓 (新 ) 248 052 316

248 BttSZ24 寛永通費 (文 ) 1668 252 253 053 338

BttSZ24 寛永通費 (文 1668 257 257 055

BttS224 寛永通賓 (新 252 058 272

BttSZ24 寛永通費 (古 ) 247

252 BttSZ24 寛永通寅 (文 254 057

BttSZ25 寛永通賓 (古 ) 053 295

BttSZ25 覧永通質 (古 636 235 233 055

BttSZ27 賃永通寮 238

BttSZ27 宣来通奮 (古 〕 1636 255

257 BttSZ27 寛永通買 1697 239 239

BttSZ27 寛永通賓 1697 065

BttSZ27 寛永通質 (新 1697 253 253 055 297

BttSZ27 寛永通質 (新 ) 1697 365

B[こ SZ27 熙寧元費 北宋銭 祭著 1068

B匝こSZ27 寛永通費 (古 ) 1636 250

B透至SZ27 寛永通賓 (古 ) 1636 069

BEttSZ27 寛永通賓 (新 ) 012 058 266

B ttSZ27 寛永通費 (新 ) 1697 2寝 014 060 335

BEISZ27 篭永通賓 (新 ) 1697 059 257

267 BttSZ27 責永通奮 (古 ) 1636 273

268 BttSZ27 貨永通費 (新 ) 1697 277

269 BttSZ27 雪 永 古 ) 062

B姪至SZ27 寛永通費(新 ) 1697 232 013 062

BttSZ27 寛永通買 (新 ) 235 011 062

BttSZ27 寛永通質 (新 ) 1697 062 297

久 番

274 BttSZ27 寛永通賓 (新 0 4 298

BttSZ27 寛永通費 (新 239 237 0 062

BttSZ27 寛永通賓 (古 0 3 060

277 BttS227 寛永通賓 (新 1697 234 0 060 280

BttSZ27 宣永通費 (注 1636 248 248 010 067 253

279 BttSZ27 賃永通奮 (新 244 0 2 058 263

280 BttSZ28 官永通贖 1668 255 0 4 340

BttSZ28 寛永通賓 0 2

BttSZ28 寛永通費 (首 1636 252 254 0 4 057 226

BttSZ28 寛永通質 (首 1636 0 3 058 308

284 BttSZ28 寛永通賓 (漸 1697 253 0 4

285 BttSZ28 寛永通費 (漸 1697 255 254

286 B[こ SZ28 寛永通費 (il 1697

287 B[至 SZ28 寛永通賓 (新 ) 247 247 296

S228 寛永通賓 (古 ) 1636 256 426

289 B優至SZ28 寛永通賓 (攻 1668 253

B拒こSZ28 弯永通奮 (新 ) 1697 244 0 1 288

BttS230 寛永通賓(新 ) 1697 233 0 2

292 BEttSZ30 竜永通賓 (新 ) 1697 225 0 1

293 BttSZ30 寛永通賓 (新 ) 1697 0 2 252

BttSZ30 寛永通質 (新 ) 1697 239 0 6

295 BttSZ30 不 明 不 明 047 拓本 な し

296 BttS230 寛永通賓 (新 ) 1697 (163) 084

297 BttSZ30 寛永通賓 (新 ) 1697 012

298 BttSZ30 寛永通費 (新 ) 1697 263

BttS230 覧永通賓 (新 ) 1697 235

300 BttSZ30 覧永通奮 (新 ) 1697 217 2

BttSZ30 宙永通宙 (新 ) 1697 256

302 BttSZ34 永と 明銭 1408 253

BttSZ34 永架通τ 明銭 1408 012 057

BttS234 永架通質 明 銭 1408 239 013

Ⅲ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (5)

掲載
NO

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
たて

(cm)

こ

ｍ
ぅ

よ

ぐ
ｃ

隣
でｃｍぅ

穿 径

(cm)

重量

(g)
備 考

BttSZ35 寛永通費 (新 (233) 011 058 250
306 BttSZ35 永趣雹 (新 239 057 294
307 BttSZ35 永通冒 (古 1636 227 010 067
308 B ttSZ35 奮永 籠覆 1697 234
309 B ttSZ35 寛永通費 ) 1668 058

BttSZ35 寛永通賢 古 ) 1636

BttSZ35 寛永通質 ) 1668 254
BttS237 寛永通賓 1636 257 054
BttSZ37 寛永通賓 1636 256 055 340
BttSZ37 寛永通費 (古 ) 1636 020 354
BttSZ37 寛永通賓 1636 253 020 239
BttSZ37 不明 不 明 258 028 438
BttSZ37 普表 桶書 1636 255 252
BttSZ37 永築通奮 明 銭 1408 240
BttSZ37 覧永通奮 (新 1697 233 235
BttSZ37 1636 248 0 6 055 339
BttSZ37 賓永長奮 文 ) 1668 254 0 3 057
BttSZ37 寛永通買 古 ; 1636 244 0 l 054
BttSZ37 寛永通買 (古 ) 1636 248 0 4 057
BttSZ38 寛永通質 (新 ) 1697 231 0 270
BttSZ38 寛永通賓 (文 ) 1668 253 0 3

B[ISZ38 寛永通賓 (新 ) 058
327 BttSZ鬱 寛永通費 (新 ) 1697 242
328 BEttS242 寛永通賓 (古 ) 1636 243 053

BttSZ42 寛永通費 (新 ) 1697 238 062 248
BttSZ42 寛永通費 (古 253 392
BttSZ42 覧永通奮 (文 1668 255 253 057 373
BttSZ42 賓永 通雷 1697 068 150

333 BttSZ42 唐図通賢 南唐銭  祭書 242 0 8 054 393
334 BttS244 寛永通買 所 新寛永  無背 1697 228 230 0 2 0磁 272

BttS244 寛永通買 (新 1697 245 246 0 056
386 BttSZ4 寛永通賓 (古 230 0

BttSZ44 寛永通買 (新 1697 225 225
BttS244 寛永通賓 (新 (244) 244 286

339 BttSZ襲 寛永通費 (新 1697 232 260
340 BttSZ44 不明 不明 260 028 389 布付着
34ユ 欠番

342 BttSZ44 寛永通費 (文 ) 1668 252 252 385
BttSZ坐 管

～
桶 奮 1636 058

34 BttSZ44 覧永通費 246
BttSZ44 1697 228 065 179
BttSZ44 寛永通買 (古 1686 244 244 014

347 SZ44 寛永通質 (新 ) 1697 238 015 252
348 SZ44 寛永通賓 (新 1697 069
349 BttSZ47 寛永通賓 (新 697 254 252 056 356

BttS247 寛永通費 (新 229 056 276
B涯至SZ47 寛永通費 (古 060
B涯至SZ47 寛永通賓 (文 253 253 058
B優至SZ47 寛永通賓 (古 1636 244 015
BttSZ47 寛永通賓 (新 1697 232
BttSZ47 寛永通奮 (古 1636 234
BttSZ47 寛永通奮 (古 1636 253
BttSZ48 賓永通冒 1668

358 BttSZ48 寛永通賓 1636 244 243 059
359 BttS248 寛永通賣 1636 242 012
360 BttSZ48 寛永通買 (新 236 236 060 303

BttS248 寛永通質 (古 250 052 434
BttSZ48 寛永通費 (新 232 232 063
BttSZ48 寛永通賓 (新 1697 230 063 250
BttSZ48 寛永通賓 (古 ) 1636 236 236 012 055 328
BttSZ48 寛永通費 (古 ) 1636 236 235
BttSZ48 寛永通費(新 1697 228 229 011 064 269
BttSZ48 寛永 起買 (盲 250 250 056 333
BttSZ48 寛永通質 (文 1668 255 056

369 BttSZ48 寛永通賓 (古 1636 256
370 BEttSτ48 寛永通費 1636 235

BttSZ48 寛永通買 1636 235 059
372 B彊こSZ48 寛永通賓 (古 ) 1686 247 054
373 B[至 SZ50 寛永通費 240 233

BttSZ50 寛永通費 (古 ) 1636 252 (247) 057
BttSZ50 寛永通費 1636 257 256 262
BttSZ50 寛永 追賓 233 236 015 213
BttSZ50 寛永通費 (新)  | 1697 254 308

378 BttSZ51 寛永通費(新)  と 235 235 012 058 293
379 BttSZ5ユ 1永通買 (新 ) 1697 226 226 012 067
380 BttS251 ("丁リ 1697 238 010 064 247
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遺物観察表 銭貨 (6)

顔
ｈ

出土地点 餞貨名 その他 初鋳年
て

ｍ＞

た

くｃ

こ

ｍ
ナ

よ

ぐ
ｃ

酪
くｃｍ，

雛
ぐｃｍ＞

釜
①

備  考

381 BttSZ5ユ 寛永通賓 新 225 065 220

BttS251 寛永通貨 新 1697 242 238 060

383 BttSZ51 覧永通費 古 250 055

384 BttSZ51 宣永通賓 新 247 242 058

BttSZ51 貸永通密 新 229 226

386 BttS251 雪永通奮 新 1697 231 262

BttSZ5 寛永通費 (吉 1636 244 050

388 BttSZ5 寛永通買 (新 1697 2Z 223

BttSZ5 寛永通買 (黒 236

BttSZ5 寛永通買 (新 1697 242

BttSZ5 寛永通費 (新 )
053

392 B[こ SZ5 寛永通賓 新 )

393 BttSZ5 寛永通費 新 ) 234 236

394 BttSZ51 寛永通費 新 ) 222 011 150

BttSZ51 寛永通寅 新 ) 697

BttSZ52 寛永通賓 古 ) 636 253 253 058 270

BttSZ52 覧永通賓 新 697 248 063 266

BttSZ52 貨永通賓 新 230 230 290

BttS252 吉永通奮 (古 1636

BttSZ52 寛永通費 (古 1636 010

BttSZ52 寛永通賓 (文 1668 254 307

BttSZ53 寛永通費 (新 234 233 0 386

BttSZ53 寛永通賓 (古 244 0 6

404 BttSZ53 寛永通質 (新 232 0 0 166

BttSZ53 寛永通賓 230 0 066 255

BttSZ53 寛永通費 (文 ) 1668 255 016

B極至SZ53 不 明 不 明 020

B[至 SZ54 寛永通費 (新 056 352

409 B[Ⅱ S254 寛永通賓 (古 0

BttSZ54 宣永通貿 新 233 0

BttSZ54 宣永通奮 (新 1697 232 0

BttSZ54 宙永通奮 (文 1668 251 0 3

BttSZ54 寛永通費(文 1668

BttSZ54 呈宗通買 北宋銭  笑書 1038 241 009 070

BttSZ54 寛永通賓 (文 ) 250 056 4%

BttSZ54 寛永通質 (文 ) 249 058 368

BttSZ54 寛永通賓 (古 ) 244 308

BttS254 寛永通費 (文 ) 1668 252 342

BttSZ54 開元通賓 真書 居銭 247 068

420 BttSZ54 寛永通賓 (古 055 328

BttSZ54 寛永通賓 (新 060

422 BttSZ54 寛永通奮 (文 252 058 286

BttSZ54 覧永通奮 新

424 BttS255 宙永通奮 古 252 0 3 368

425 BttSZ55 官来通奮 新 062

426 BEttSZ55 寛永通賓 280

427 B[至 SZ55 寛永通買 荻 3 053 拓本 な し

BttS255 不 明 不 明 248 030 453 2枚が溶着

BttSZ55 寛永通賓 (新 1697 242 (232)

430 BttSZ55 寛永通費 (新 1697 022 232

B[至SZ55 寛永通費 (新 1697 247 247 058 282

BttSZ55 寛永通賓 (新 1697 (229) 062

BttSZ55 寛永通賓 (新 1697 228 228 074

434 BttSZ56 覧永通賓 ( 1668 262 258 056

BttSZ56 費永通奮 (新 1697 258 257 057 315

436 BttS256 雪永通奮 (古 253 058 376

B優こSZ56 寛永通費(新 1697 059

BttSZ56 寛永通費(新 062 279

BttSZ56 寛永通寮 古 333

BttSZ56 寛永通賓 (新 1697 227 190

BttS256 寛永通賓 (首 242 056

442 BttSZ56 寛永通賓 (古 364

448 BttSZ56 寛永通賓 (新 1697 224 067

444 寛永通費 新 ) 257 055 404

BttS256 寛永通賓 (文 ) 1668 258 256

BttSZ56 賃永通賓 (古 ) 1636 249 056

BttS256 官永通奮 (新 ) 1697 228 226 059 293

448 BEttSZ56 永架通賓 明銭 1408 253 055

B厄至SZ56 寛永通賓 (首 1636 240

B[こ SZ56 寛永通質 (古 247 058

B透こSZ56 寛永通質 (古 1636 242 055

B厄こSZ56 寛永通費 (首 1636 249 452

453 BttS257 寛永通費 (漸 1697 2/45 247 063

454 BttSZ57 寛永通賓 (壱 1636 247 058 338

455 SZ57 寛永通賓 (莉 1697 011 284

456 BttSZ57 貨永通賓 (荊 244 268

H 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (7)

掲載
h10

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
たて

(cm)

こ

ｍ
ナ

よ

ぐ
ｃ

厚 さ

(cm)
雛
＜ｃｍ＞

重量

(g)
備  考

BttSZ57 宣永通奮 (新

458 BttSZ57 貨永通奮 (新 220 222
459 BttSZ57 賃 7k通奮 ( 1636 245
460 BttS257 冤永 賓 (新 1697 294
461 SZ57 寛永通賓 (古 235 012 272

SZ57 寛永通質 (新 1697 (228)

BttSZ57 寛永通賓 (新 1697 237 056 327
BttSZ57 寛永通質 (新 1697 255 347
BttSZ57 寛永通賓 (古 ) 1697 058
BttSZ57 寛永通賓 ( 668

467 BttSZ57 寛永通寅 (古 256 253 059
468 BttS257 寛永通奮 (新 ) 228 011 066 255
469 BttSZ57 〒 林 桶 雪 】ヒ乗後 褒書 236 011

BttSZ57 寛永通賓 (新 226 225 012 263
BttSZ57 覧永通奮 (昇 244 011

472 BttSZ57 費永通者 ( 246 011 259
473 BttSZ57 責 永 寛 (古 1636 245 055 299
474 BIZSZ57 寛永通費 古 056
475 BttSZ57 寛永通賓 新 1697 233 057 302

B優【SZ57 寛永通費 新 1697 228 225
477 B彊ⅡS257 寛永通賓 新 1697 232 012

B彊至SZ57 寛永通賓 新 242 368
479 B涯至SZ57 寛永通費 新 1697 256 059

B優至SZ57 寛永通安 古 1636 247
BttSZ57 寛永通費 古 ) 1636 017 540

482 BttSZ57 寛泉通賓 新 ) 288
B[IS257 寛永 通雷 文 ) 1668 057 386
BEESZ57 宣永通費 011
BttSZ57 賃 永 1636 055

486 BttSZ57 賃 永 買 新 ) 1697

487 BttSZ57 寛永通買 (新 ) 697 248
SZ57 寛永通質 (新 ) 697 246 245

BttSZ57 寛永通賓 (新 ) 697 234 265
BttS257 寛永通質 (新 ) 228 257
BttSZ57 寛永通費 (新 ) 210 200
BttSZ57 寛永通賓 (古 ) 1636 050
BttS257 寛永通費 (古 1636 055

494 BttSZ57 寛永通費 (新 ) 229 230 066
BttSZ57 寛永通奮 新 228 232 064
BttSZ57 電永 通畜 1636 240
BttSZ57 寅永 冒 新 1697 (271) (226】

498 BttSZ57 賢 赤 賓 新 1697 230 012 280
499 BttSZ57 寛永通費 新 1697 225 225 293
500 B ttSZ57 寛永通費 新 1697 234

BttSZ57 寛永通賓 新 1697 232 055
BttSZ57 寛永通質 古 052
BttSZ57 寛永通賓 古 1636 053
BttS257 寛永通費 新 1697 225 226 009
BttSZ57 寛永通費 新 1697 248 258
BEISZ57 寛永通賓 (古 1636 243 243
BEこ SZ59 寛永通奮 文 1668 259 (258)

BttSZ59 覧永通奮 1668 263 262 057 337
509 B[こ SZ59 賃 永 涌宥 1668 053 228

BttIS259 寛永通買 古 1636 259 065
BttSZ59 寛永通費 (新 1697 253
BttSZ59 寛永通賓 古 1686 250 246 295
BttSZ59 寛永通賓 新 255 058
BttSZ59 寛永通費 新 1697 242 058 180
BttS259 寛永通賓 新 1697 242 253
BttS259 寛永通費 228 拓本 な し

BttSZ59 寛永通賓 (新 228
BttSZ59 電永通奮 (引 230
BttSZ59 費永通奮 1636 063

520 BttSZ59 寛永通買 新 1697 228
BttS259 寛永通費 古 1636 241

522 BttSZ59 寛永通質 新 1697 240 054
BttSZ59 寛永通賓 新 236 270
BttSZ59 寛永通賓 新 234 289
BttSZ59 寛永通費 古 056 287

526 BttS261 寛永通費 新 1697 067
BttSZ61 寛永通費 (古 ) 1636 254 254 062
BttSZ61 寛永 迫資 (新)  | 230 009
BttSZ61 寛永通費 昔 1636 235
BttSZ6ユ 賃永通奮 (古 1636 246 055 308
BttSZ61 寛永通賓 (新 ) 1697

532 BttS261 寛永通賓 (吉 ) 1636 235 235 009
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遺物観察表 銭貨 (8)

掲載
Nlo

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
て

ｍ，

た

＜ｃ

こ

ｍ
ｊ

よ

ぐｃ
酔
てｃｍ，

穿 径

(cm)

重量

(g)
備 考

BttSZ61 官永通奮 (古 ) 240 442

BttS261 宣永通宙 (古 ) 1636 058

BttSZ61 寛永通賓 (古 ) 1636 244 057

BttSZ63 不 明 不 明 (168) 065 106

BttSZ63 元祐通費 北宋銭  察書 1086 239 067

BttS263 天聖元買 1023 243 298

539 BttSZ63 天聖元賀 北 矢銭  夏 書 235

540 BttSZ63 祥符元賓 Jヒラ蔦ξ

B[至 SZ63 天聖元賓 北宋銭  象吾 1023 256 268

B[至 SZ64 寛永通賓 (新 1697

B[至 SZ64 寛永通賓 (新 1697 055

B EXISZ64 寛永通賓 (新 1697 229 229 058 263

BttSZ64 寛永通賓 (新 230 229 065 272

546 BttSZ64 費永通賓 (新 246 284

547 BttSZ64 :永通奮 (新 1697 249 390

B[こSZ64 表通奮 (古 1636 248 247 0 060 269

BttSZ64 寛永通買 ( 1697 243 0 059 285

550 BttSZ64 寛永通費 (古 1697 230 230 0 304

BttS264 寛永通賓 (古 1697 246 0 057

BttSZ64 治平元賓 北矢銭  箕書 230 0 292

BttSZ64 寛永通費 (新 1697 244 0 058 325

BttSZ64 寛永通費 (新 1697 0

555 BttSZ64 寛永通質 (古 1636 245 0

BttSZ65 寛永通賓 (新 1697 232 009

557 BttSZ65 寛永通賓 (新 1697 012

558 BttSZ65 寛永通賞 (古 1686 242 331

559 B厖こSZ65 覧永通賓 (文 |

1668 252 254 013 306

560 BttSZ65 賃永通奮 (新 ) 228 228 012

BttS265 官永通奮 (新 ) 1697 242 011 227

BttS265 寛永通費 (新 ) 1697 229 276

BttSZ65 寛永通費 (古 ) 1636 013 057 292

BttSZ65 寛永通賓 (新 238 012 294

BttSZ65 寛永通質 (新 228

BttSZ65 寛永通賓 (新 234 337

BttSZ65 寛永通費 (新 229 228 073

568 BttSZ66 寛永通費 (古 1636 242 013

569 BttSZ66 寛永通賓 (古 636 252 053

BttSZ66 寛永通貨 636 255 062 230

BttSZ66 寛永通賓 (文 253 055

572 BttSZ70 費永通賓 (古 240 058

BttSZ70 首永通奮 (古 249 012 055 368

BttSZ70 寛永通費 (古 0文 2 060

BttSZ70 寛永通賓 060 317

BttSZЮ 寛永通買 (二
257 399

BttSZ70 寛永通質 (文 ) 1668 249 284

BttSZ70 寛永通賓 (文 ) 1668 254 393

579 B[至 SZ70 寛永通賓 (古 ) 1636 244 013 322

580 B[至 SZ70 寛永通賓 (古 ) 1636 243 054 322

BttSZ7 寛永通賓 (文 ) 1668 251 055 390

B ttS27 寛永通賞 (古 ) 1636

BIXS271 宣永通賓 (文 ) 1668 252 327

584 BttSZ7 官永通密 (古 ) 1636 2 395

BttSZ7 富永通奮 (古 ) 1636 0

BttSZ72 不明 不 明 248 250 062 227

BttSZ72 寛永通賓 ) 233 059

BttSE72 寛永通賢 (文 1668 254 059

589 BttSZ73 寛永通費 (新 1697 224 225 010 066 210

590 BttSZ73 寛永通賓 (古 1636 012 057

BttSZ73 寛永通質 (新 1697 057

592 BttSZ73 覧永通賓 (古 1636 250 012 054

BttS273 寛永通費 (新 1697 010 226

594 BttSZ73 覧永通賓 1636 245 0 3 055

BttSZ73 費永通雪 (新 1697 5

596 BttSZ73 官来通奮 (文 1668 253 0 4 055

BttSZ73 寛永通費 (新 1697 236 0 2

BttSZ73 寛永通買 (首 0 3 367

BttSZ73 寛永通質 (新 1697 0 4 363

600 BttSZ73 寛永通費 (吉 0 055

601 B極こSZ73 寛永通費 (吉 1636 0 0 058 248

602 B[こ SZ73 寛永通費 (古 1636 246 0 2 058

603 BEこ SZ73 寛永通賓 (新 1697 232 0 052 252

SZ73 覧永通賓 (新 232 278

B[Ⅱ S273 宣永通賓 (新 234 255

BttSZ73 賃永通奮 (新 058 333

BttS273 寛永通費 (文 252 058

BttSZ73 寛永通賓 (新 ;

233 264

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (9)
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(cm)
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(宜 )

備 考

BEttSZ73 寛永通貨 (新 ) 697 062
BttSZ73 寛永通賓 (古 ) 636 237 269
BttS273 寛永通賓 (新 ) 697 233
BttSZ硲 寛永通奮 (古 ) 686
B[至SZ73 開元通賓 235 009 199
BttSZ73 電 永 通 雷 (古 | 238 286
BttS273 寛永通賓 (新 ) 1697 252
BttSZ73 寛永通費 (古 ) 1636 056 312
BttSZ73 寛永通買 (古 ) 244 055
B ttSZ73 寛永通費 (文 )

B 登S273 寛永通質 (古 284
620 SZ73 寛永通費 (古 1636 245 013
621 SZ73 寛永通賓 (古 ) 1636 012 055
622 B優至SZ73 寛永通費 (古 ) 1636 058

BttSZ73 寛永通費 (新 ) 232 062
BttSZ73 寛永通費 (新 | 065
B優至SZ73 寛永通費 (佐 1697 244 383
BttSZ73 寛永通費 (新 ) 1697 232 232 329
BttSZ73 寛永通賓 (古 ) 1636 252

628 BttSZ73 寛永通賢 (新 ) 1697 229 229 060
629 BttSZ73 寛永通賓 (新 ) 1697 232 232 060 320
630 B[こSZ73 寛永通賓 (文 ) 1668 252 252 058

BttS273 寛永通賓 (古 240 239
BttSZ73 寛永 通賓 (古 055

寛永 通費 (文 1668 255
BttSZ74 寛永通賓 (古 1636 052
BttS275 寛永通賓 (新 1697 247
BttSZ75 寛永通賓 (古 1636 306
BttSZ75 寛永通賓 (文 1668 253 060 251
BttSZ75 寛永通費 (新

BttSZ75 寛永通奮 (新 232
B鬱至SZ75 覧永通官

B優こSZ75 寛永通買 (古 1636 248 378
642 BttSZ75 寛永通賓 (古 245 059 383
643 BttSZ75 寛永通質 (新 1697 010 206

BttSZ75 寛永通賓 (新 1697 055
645 BttSZ75 寛永通賓 229 012 062

BttSZ75 寛永通費 (新 ) 1697 059
BttSZ77 寛永通賓 (古 ) 1636 252 060 329
BttSZ77 寛永通費 (古 ) 1636 244 012 055 344

649 B[ISZ77 寛永通賓 (古 1636 244
650 BttS277 寛永通奮 (古 1636

BttSZ77 寛永通賓 (文 ) 254 055 429
652 BttSZ77 寛永通費 (古 1636 246 012 063
653 BttS277 寛永通賓 (古 1636 252 252 052

B[こ SZ77 寛永通買 (文 1668 257 355
655 B[ISZ77 寛永通費 (首 249
656 BttS278 寛永通賓 (古

657 3Z78 寛永通費 (新 1697 237 237
SZ78 寛永通費 1697 249 250 012 355

BttSZ78 寛永通賓 (新 ) 1697 229 229 072
BttSZ78 寛永 通賓 (古 ) 242
BttSZ78 寛永通賓 (薪 ) 060 285
BttSZ78 寛永通貨 (古 ) 244

663 BttSZ80 猥寧元密 北宋銭  真書 1068 236 275
BttSZ80 洪武通賓 明銭 1368 223 226
BttSZ80 洪武通賓 明銭 238 235 019 230
BEESZ80 元符通賓 北宋銭・行書 062 305
B[至 S280 洪武通賢 切銭 1368 056 340

668 BttSZ81 寛永通費 (古 ) 1636 053 244
669 BttSZ8 寛永通費 (新 ) 1697 232 232 063 308
670 BttS28ユ 不 明 不 明 185 拓本 な し

BttSZ82 寛永通賓 (古 ) 360
672 BttSZ82 寛永 通費 (古 1636 060
673 BttSZ82 寛永通奮 (古 う 250 013 408
674 BttSZ82 覧永通雷 (古 ) 1636 242 243 055
675 区SZ82 寛永通賓 (文 ) 1668 058
676 区SZ82 元祐通費 Iヒ宋銭  行書 1086 243 244 062
6η 区SZ83 寛永通費 (古 16 246 1 056

BttSE83 寛永 通賓 (古 ) 2551 378
B区 SZ83 熙寧元賓 宋銭 真書 1068 2371 238 0691 297

680 BEXISZ83 寛永通賓 (古 ) 16361 (197)
B優至SZ83 寛永通費 (文 ) 16681 253 1 0561

682 BttSZ83 寛永通費 (古 ) 16361 2501 0641 2471
683 B姫こSZ88 久永宝      | 宝 (略宝 ) 堅 |

2681 268 008 065 1 2541
B優至SZ83 丈久永賓   _ | 文 le63 1 2661 009 0681
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遺物観察表 銭貨 (10)
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(g)
備  考

BttSZ83 父久永賓 車 文 274 066

BttS285 寛永通費 古 ) 238

BttSZ85 寛永通寮 古 ) 1636

BttSZ85 覧永通費 (古 ) 1636 239 260

BttSZ85 永通密 古 1636 059

BttSZ85 古 1636 245 244 056 305

BttSZ85 寛赤 占 ) 1636 400

692 BttSZ87 寛永掲 新 )
240

BttSZ87 寛永通買 新 ) 1697 232 233 0 297

B[至 SZ87 寛永通質 新 1697 233 234 0

B涯こSZ87 寛永通賓 新 ) 1697 228 0 064

B[こ SZ87 寛永通賓 新 ) 1697 232 0 060 248

BttSE87 寛永通費 新 1697 223 223 0 060

698 BttSZ87 寛永通賓 文 1668 249 250 0 053 302

699 BttSZ87 寛永通賓 古 247 0 060

BttSZ87 景祐元賓 北宋銭  真書 242 263

BttS287 覧永通賓 (新 234 236 011 062 242

702 BttSZ87 賃永通賓 (新 (226)

703 BttSZ87 賃 永 薔 (古 246 055 295

704 BttSZ87 寛 永 文 |

252 059 363

BttSZ87 寛永通 新 1697 227 227 0 059 259

BttS288 寛永通買 文 ) 1668 255 0 5 057 338

BttSZ88 寛永通買 (新 ) 0 0 176

708 BttSZ88 寛永通賓 (新 ) 1697 219 0 3 062 245

709 BttSZ88 寛永通賓 古 ) 1636 242 012 056 338

BttSZ88 寛永通費 1636 062

711 BttSZ88 寛永通賓 (新 ) 1697 056

B[ISZ88 寛永通賓 (新 ) 1697 059

B[二 SZ88 不 明 不 243 054

B[こ SZ88 覧永通賓 新 1697 233 008 063

B彊至SZ88 1永通奮 新 1697 242 012 306

BttS288 新 1697 235

B優至SZ88 寛永 冒 新 1697 225 226

BttSZ88 寛永通賓 盲 398

BttSZ88 寛永通賓 新 1697

BttSZ90 寛永通質 古 ) 243

BttSZ90 寛永通賓 (新 ) 1697 221

BttS290 寛永通賓 (新 ) 1697 232

723 BttSZ90 寛永通賓 (新 )
298

724 BttSZ90 寛永通賓 (古 ) 239 255

BttS290 寛永通賓 (新 ) 232 273

BttSZ90 宣永通賓 (古 ) 1636 234 234

BttSZ90 宣永通奮 (古 ) 1636 245

728 BttSZ90 聖 矢 う 北宋銭 祭書 048

729 B優こSZ90 寛永 文 1668 257 260 3 055

BttSZ90 寛永通賓 古 253 254 0 052

BttS290 官 7Ki局 留 剤子) 246 046

BttSZ91 寛永通質 (新 0

BttSZ91 寛永通賓 新 1697 233 0 2 060

BttS291 寛永通賓 新 1697 245 0 3 058 355

735 B[至 SZ92 寛永通費 新 1697 233 0 2 069

B[こ SZ92 不 明 拓本 な し

737 B涯至S292 寛永通賓 1636

B[至 SZ94 元豊通賓 北宋銭 行書 1078 248

BEIS294 洪武通密 明銭 1368 239 238 055

BttSZ94 不 明 不 明 236 233 065

BttSZ94 不 明 不 明 (229) 0 3

742 BttSZ94 不 明 不 明 235 0 3

743 BttSZ94 不 明 不 明 0 3

744 BttS294 不 明 不 明 0 3 225

745 BttSZ96 寛永通費 (文 ) 1668 257 256 0 4 376

746 BttSZ96 寛永通賓 (古 ) 1636 244 407

747 BttSZ96 寛永通賓 (古 ) 1636 250 330

748 BttSZ96 寛永通賓 (古 ) 1636 242 286

749 BttSZ97 賃永通奮 (古 ) 1636 243

750 BttS297 寛永 薔 (古 1636 060

BttSZ97 寛 永 習 1636 246 052 296

752 BttSZ97 寛永通買 ( 1636 250 055

BttSZ97 寛永通質 (文 1668 257 017 055

754 BttSZ97 寛永通賓 (文 |

1668 252 057

755 BttSZ97 寛永通費 (新 ) 1697 232 232 265

756 BttSτ97 寛永通費 (154) 057 拓本なし

BEttSZ97 寛永通賓 (古 ) 058

758 S297 寛永通費 (古 ) 1636

759 BEXISZ97 覧永通賓 (文 ) 255 355

760 BttSZ97 貧永通奮 (古 ) 1636 247 328

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (11)
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備 考

BEttS298 費永通奮 232 233 008 062 208
BttSZ98 宣永通奮 1697 233 233 226

763 BEESZ98 賃 永 通 奮 1697 255 254
764 B極至SZ98 寛永通賓 文 ) 1668 251 250 012
765 BttSZ98 寛永通買 新 ) 247 248 013 290

BttSZ99 寛永通費 新 ) 1697 233 248
767 BttSZ99 寛永 通賓 新 1697 232 274

BttS2100 寛永 通賓 古 ) 246 012 055 332
BttSZ100 寛永通賓 新 697 235 012 063 293

770 BttSZ100 寛永通賓 (新 220 223 009 064 172
BttSZ100 寛永通賓 (新 222 062 208

72 BttSZ100 寛永通費 250 254
773 BttSZ100 寛永通費 (古 243 243
η 4 BttSZ100 管 尭 桶 密

`新
234 234 282

BttSZ100 寛永通宙 (斯 244 244 059
776 BttSZ100 賓永 遁暫 (新 1697 226 060

BttSZ100 不 明 222 020 397
BttS2100 寛永通買 (新 1697 235 059
BttSZ100 寛永通費 (新 1697 228 071 229
BttSZ100 覧永通質 新 1697 25ユ 059 340
BttSZ100 寛永通賓 古 1636 245 246

782 BttSZ102 寛永 通賓 新 1697 237 237 059 278
783 BttSZ102 寛永通貨 250 057 264
784 BttS2102 寛永 通賓 新 1697 217 218 067 175
785 BttSZ102 寛永通費 新 1697 233 233 059 299
786 BttSZ102 寛永通費 新 ) 1697 242 059 325

BttSZ102 寛永通奮 古 ) 1636 26 056 417
7器 B厖至SZ102 覧永通奮 新 ) 1697 246
789 BttSZ102 寛永通買 新 ) 1697

BttSZ102 寛永 通買 新 ) 1697 233 010 059 259
S2102 寛永通賓 新 ) 1697 233 232
SZ102 寛永通質 (新 ) 1697 235 325

793 B厖乙SZ102 寛永通賓 (新 ) 23踏 302
794 BEttSZ102 寛永 通賓 新 ) 1697 234 063 295

B[至SZ102 寛永 通費 新 ) 1697 233 059 299
796 BttSZ102 寛永通賓 (古 ) 1636 249 012
797 BttSZ102 寛永通費 (新 ) 1697 253 057 357
798 BttSZ103 管 弄 桶 管 r古 247 336
脅 9 BttSZ103 寛永通奮 (新 222 222

BttSZ103 覧永通奮 1697 245 245 057
BttSZ103 費永通嘗 247 247 337

802 BttSZ103 寛永 通賓 (新 1697 234 062
803 BttS2103 寛永通賢 (新 ) 1697 247 015 055
804 BttSZ103 寛永通賢 新 ) 1697 009 067
805 BttSZ103 寛永通寅 新 1697 235 237

BttSZ103 寛永通費 新 1697 248 238 056
BttSZl∝ 寛永通費 新 1697 244 062 247

808 BttSZ103 寛永通寮 新 1697 246 247 057 355
809 BttSZ103 寛永通賓 新 ) 1697 233 233 012 060 248

BttSZ103 寛永通費 234 225 0 062
B優至SZ107 貧永通奮 ) 260 0

B[こSZ107 寛永通貨 盲 ) 1636 253 0 055
B ttSZ107 通賓 古 ) 1636 017 058
BttSE107 通買 1668 253 059 362
BttSZ107 寛永通費 文 ) 1668 253 253 055 397
BttSZ107 寛永通質 1686 268 259 048 377
BEISZ107 寛永通費 (古 ) 1636 245 244 059 288
B拒至SZ107 寛永通賓 (古 ) 1636 052 299
B姫こSZ107 不 明 不 明 257 254

820 BttISZ107 永築通費 明 銭 1408 227 004
821 BttSZ107 管売桶奮イ苦 1636 015

BttS2107 不 明 不 明 399 拓本 な し
823 BttSZ107 通買 (文 1668 252 058 303
824 BttSZ107 運 賓 (文 ) 1668 254 056 295
825～830夫番

831 DttSZl 寛永通費 252
DttS21 寛永通賓 1636 247
DttSZユ 寛永 通賓 1636 245
DttSZl 寛永通賓 1668 252 058 386

835 DttSZl 永築通賓 明銭 1408 015 326
836 DttSZユ 寛永通賓 占) 1636 257 254 058 306

DttSZ2 管 熊 桶 奮 1697 247
DttSZ2 寛永通費 (新 ) 1697 252 250 012 061
DttSZ4 寛永 通賓 (新) 1697 235 232 063 223

840 DttSZ4 寛永通賓 (新) 228 228 010 065
DttSZ4 寛永通賀 訴) 1697 228 226 009 065
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DttSZ4 永柴通賓 明 銭 1408 204 097

DttSZ4 永柴通賓 浅 1408 227 058

DttSZ4 永築通賓 1408 212 007 063

845 DttSZ4 寛永通賓 (新 1697

D EXISZ4 寛永通費 (新 1697 245

DttS24 寛永通賓 (新 1697 232 235 346

DttSZ4 寛永通賓 (新 1697 226

849 DttSZ4 宣永通賓 (新 1697 209 07 169

DttSZ4 貨永通寮 新 1697 256

DttSZ4 宙永通奮 新 1697

DttSZ4 寛永連 (翔千 1697 220 065

DttSZ4 寛 永 新 1697 226 060 234

854 DttSZ4 元符通賓 北宋銭・集書 1098 236 236 276

DttSZ4 寛永通賓 (新 1697 239 058

856 DttSZ4 寛永通質 (新 1697 224 061 213

857 DttSZ4 寛永通費 (古 252 244

DttSZ4 寛永通賓 (新 1697

DttSZ4 寛永通費 (古 1636 246 056

DttS24 寛永通賓 (新 246 348

DttSZ4 寛永通寅 (新 ) 1697 234

862 DttSZ4 寛永通賓 (新 262 349

DttSZ4 貨永通賓 (新 1697 044 247

DttS24 管永通賓 (新 1697 232 058 248

DttSZ4 寛永 (所 ) 1697 059

DttSZ4 寛永 古 1636 058

867 DttS25 寛永通写 古 ) 1636

868 DttSZ5 寛永通賓 (古 1636

869 DttSZ5 寛永通蜜 古 054

870 DttSZ5 寛永通委 古 1636 240 055 368

871 DttSZ5 寛永通要 古 1636 238 238 052

D EXISZ7 寛永通費 (新 ) 226 222

DttSZ7 寛永通賓 (新 ) 1697 228 229

DttSZ7 寛永通貨 (元 ) 1697 224 226 204

875 D優こSZ7 覧永通賓 (新 ) 1697 225 225 063 172

876 DttSZ7 貧永通費 (新 ) 1697 230

DttSZ7 宙永通奮 (新 ) 1697 062

DttSZ7 寛 永 (古 237 237 057 250

DttSZ7 寛永遥 (せ了) 1636 250 055 330

880 DttSZ7 寛永通萎 新 1697 020 056

88ユ DttSZ9 寛永通要 文 ) 1668

882 DttSZ9 寛永通要 文 ) 252 253 056

883 DttSZ9 寛永通 文 055

DttSZ9 寛永通費 (古 250 248 282

寛永通賓 (文 254 252 300

DttSZ9 寛永通賓 (文 1668 256 256 332

887 DttSZ12 宣永通費 (新 232 058 290

DttSZ12 費永通奮 (新 ) 1697 249 064

D優こSZ12 雪永通宙 1636 065

890 DttSZ12 元豊通買 北宋銭 折二餞 行書 008 077

DttS212 寛永通賓 (新 , 1697 233 232 062 266

892 DttSZ12 寛永通賓 (古 ) 1636 254 057 379

DttSZ 寛永通費 (新 ) 1697 064

894 DttSZ 寛永通賓 (古 ) 242 242

DttSZ 寛永通質 (新 ) 1697 237 238

SZ12 寛永通費 (新 ) 1697 252 017 055

DttSZ15 寛永通費 (古 ) 1636

DttS 宣永通賓 (新 )
806

DttS215 賃永通零 古 ) 247 055

DttSZ15 寛永 (文 ) 1668 255 347

DttSZ16 寛永正 (邦子) 1697 234 259

DttSZ16 永架通賓 明銭 236 056

DttSZ16 寛永通 F 古 052

DttSZ16 寛永通 (古 242 056 332

DttSZ16 寛永通 (漸 230 229 058 284

DttSZ16 寛永通費 (苫 1636 313

D ttSZ17 覧永通 (新 ) 1697 230

908 DttSZ17 寛永通 ( 1668 253

909 DttSZ17 覧永通 ( 1686 009 055

DttSZ17 費永通奮 (芭 012 052

DttSZ17 雪永通密 (
249 394

DttSZ17 寛永通費 (新 )
236 236 272

DttSZ17 寛永通賓 (亡 244 058

DttSZ17 寛永通質 (新 )
222

DttSZ17 寛永通費 (
255 057

DttSZ17 寛永通賓 は 1636 056

DttSZ17 寛永通費 (文 ) 1668 256 255

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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DttSZ17 寛永通費 (文 ) 1668 253 253
919 DttSZ17 寛永通賓 (古 1636 058 288
920 DttSZ18 寛永通賓 (文 256 255 0「D7 332

DttSZ19 寛永通賓 (古 1636 282
922 DttSZ19 寛永通費 (古 ) 1636 243 054

DttSZ19 寛永通費 (古 1636 249 247 062 275
DttSZ19 覧永通密 (支 1668 252 255 058
DttSZ19 貨永通奮 (古 1636 242 054 287
DttSZ19 賃 永 通密 (支 ) 1668 253 057

927 DttSZ19 不 明 不 明 248 024 279
D ttSZ22 寛永通質 (古 )

929 DttSZ22 寛永通質 (古 )

980 DttSZ22 寛永通賓 (古 ) 1636 244 244 053
DttS222 寛永通費 (古 ) 1636 (218) (243) 057
DttSZ22 寛永通費 (古 ) 1636 238

933 DttSZ22 寛永通賓 (古 1636 269
934 DttSZ22 寛永通賓 (古 1636 246 246 012 297
935 DttSZ22 寛永通費 (古 ) 1636 245

DttSZ23 寛永通奮 (古 ) 1636 060 256
DttSZ23 永築通奮 明 銭 (176〕 (175) 008 (073)

DttS224 寛永通賓 (古 ) 1636 285
DttSZ24 寛永通賓 (古 1636 252 056

留 0 DttSZ蟄 寛永通賓 (文 1668 057 325
941 DttSZ24 寛永通賓 (新 i 231 282

DttSZ24 寛永通費 (新 1697 230
948 DttSZ24 寛永通賓 (古 1636 258 060

DttSZ24 寛永通費 (古 1636 255 252
DttSZZ 寛永通費 (新 1697 229

946 DttSZ% 寛永通賓 236 235 028
947 DttSZ25 寛永通賓 (古 252 253
948 DttSZ25 寛永通費 (古 242 357
949 DttSZ25 寛永通奮 (古 247 056 298

DttSZ25 覧永 通 雹 古 252 054
DttSZ25 寛永通費(文 1668 253 304
DttSZ26 寛永通賓 (古 1636 247 055
DttSZ26 寛永通質 (文 ) 1668 253 253
DttSZ26 寛永通費 (新 ) 1697 229 232 248

955 DttSZ26 寛永通賓 新 ) 1697 230 (220) 138
DttS226 寛永通費 文 ) 1668 250 060 298
DttSZ26 寛永通費 新 ) 1697 226 (2%) 057 293

958 DttSZ26 寛永通賓 (新 ) 文697 250
DttSZ26 寛永通賓 新 ) 1697 065
DttSZ26 菅 熊 桶奮 1636 253 065
DttSZ26 寛永通密 古 | 1636 01 056
DttS226 寛永通費 文 ) 1668 253 012 059
DttSZ26 通買 文 1668 253 056

964 DttSZ26 通賓 佐 1697 257 056 449
DttSZ26 寛永通質 文 1668 255 255 442

966 DttSZ26 寛永通賓 (文 1668 253 252
967 DttSZ26 寛永通費 (古 250 252 057
968 DttSZ26 寛永通賓 (古 1636 238 237 062

DttSZ26 寛永通賓 (新 1697 247 247 012
970 DttSZ26 寛永通費 (古 246 058
971 DttSZ26 寛永通費 (古 1636 247 053 367
972 DttSZ26 寛永通費 (古 246 246 059
973 DttSZ26 寛永通費 文 ) 1668 253 253
974 DttSZ26 費永通奮 新 697 248 248 329
975 DttSZ26 寛永通買 文 ) 668 252 304
976 DttSZ26 寛永通質 新 697 229 230
977 DttSZ26 寛永通賓 古 056 367
978 DttSZ26 寛永通費 新 1697 236 059 322
979 DttSZ26 寛永通賓 新 1697 248 067
980 DttSZ26 寛永通賓 古 243
981 DttSZ26 寛永通賓 (新 240 238 32
982 DttSZ26 寛永通費 (古 ) 252 (226)

DttSZ26 寛 永 追買 (新 230 062
984 DttSZ26 寛永通買 (古 1636 059 404
985 DttSZ26 !通費 (古 1636 243 059 270
986 DttSZ26 寛永通買 (新 ) 1697

987 DttSZ26 寛永通賓 (新 ) 1697 233 C162

988 DttSZ26 寛永通賓 新 1697 308
989 DttSZ26 寛永通賓 新 1697 241 060 270

DttSZ26 寛永通賓 佐 1697 246 010 060
DttSZ26 寛永通賓 古 1636 251 060
D優至S226 寛永通費 古 ) 1636 246 352
DttSZ26 寛永通費 ( 新) | 062 300
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遺物観察表 銭貨 (14)

掲載
Xlo

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
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ｍ
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雛
てｃｍ，

三 重

(買 )

備 考

DttSZ26 寛永通賓 (新 1697 238 062 266

995 DttSZ26 寛永通賓 (古 1636 252 057 鉄銭 と固着

996 DttSZ26 寛永通賓 (新 1697

997 DttSZ26 寛永通賓 (新 1697

DttSZ26 寛永通賓 (新 1697 308

DttSZ26 寛永通費 (文 ) 1668 059 308

DttSZ26 永通賓 (新 233 065

DttSZ26 賓 (新 1697 244 060 383

DttSZ26 寛 , 古 1636 242 056 342

1003 DttSZ26 寛永通費 (古 1636 247 013 355

DttS226 寛永通費(新 1697 232

1005 DttSZ26 寛永通買 (古 1636 350

1006 DttSZ26 寛永通賢 (古 1636 245

1007 DttS226 寛永通賓 (新 1697

1008 DttSZ26 寛永通費 (新 1697 066 268

DttSZ26 寛永通費 (新 1697 248

寛永通費 (古 :
1636 289

DttS226 寛永通費 (新 1697 062 258

1012 DttSZ26 費永通費 (古 1636 248 246 062 347

1013 DttSZ26 覧永 通賓 (新 1697 248 064 287

DttSZ26 宙永通奮 (新 220 010 070

1015 DttSZ26 寛永通賓 (文 |

668 252 252 060 317

1016 DttSZ26 寛永通費 (新 697 232 295

DttSZ26 寛永通賓(新 697 245 058

1018 DttSZ26 寛永通買 (新 697

1019 DttSZ26 寛永通費 (新 246

1020 DttSZ26 寛永通費 (元 1697 225 225 197

1021 DttSZ26 寛永通費 (古 1636 248 394

1022 DttSZ26 寛永通賓 (文 1668 253

1023 DttS226 寛永通賓 (文 1668 252 252 356

1024 DttSZ26 寛永通賓 (新 1697 232 233

1025 DttSZ26 費永通賞 (佐 1697 253 056

DttS226 賃永通賓 (文 253 059 399

1027 DttS226 寛永通安 (文 1668 252 252 059 346

1028 DttSZ26 寛永通買 (首 244 060

DttSZ26 寛永通買 (文 1668 253 253 058

1030 DttS226 寛永通質 (昇 1697 246 246 059 387

1031 DttSZ26 寛永通買 (文 252

DttSZ26 寛永通費 (文 250 250 056

DttSZ26 寛永通賓 (新 011 286

DttSZ26 寛永通費 (文

1035 SZ26 寛永通賓 (文 254 380

1036 DttS226 宣永通賓 (新 1697 236 012 066

1037 DttSZ26 覧永通費 (新 1697 244 245 059 366

DttSZ26 宣永通賓 (古 236 052 322

DEこSZ26 貨永通奮 (新 233 063 272

D優こSZ26 寛永通賢 236 060 207

DttSZ26 寛永通買 (舜 697 244 063 299

1042 DttSZ26 寛永通賓 研 697 229 229

1043 DttSZ26 寛永通賓 (新 1697 220 008 069

1044 DttSZ26 寛永通賓 (新 240 062

1045 DttSZ26 寛永通賓 (新 256 011 059 333

1046 DttSZ26 寛永通費 (新 248 249 383

1047 SZ26 寛永通賓 (古 1636 055

1048 DttSZ26 寛永通費 (新 1697 245 352

1049 DttSZ26 宣永通費 (古 242 242 011 058

DttSZ26 永通奮 ( 254 254 060

DttSZ26 � 通宙 (新 065 334

DttSZ26 寛永通費 (
1668 255 255 012 332

1053 DttSZ26 寛永通賓 (新 1697 013

1054 DttSZ26 寛永通質 (新 1697 055 297

DttSZ26 寛永通費 (古 1636 244 057 285

D ttSZ26 寛永通賓 (新 217 067

D ttSZ26 寛永通質 (古 1636 245 012 058 272

1058 DEこSZ26 寛永通賓 (新 1697 234 062

1059 DttSZ26 寛永通費 ( 1668 252

1060 DttSZ26 貨永通費 (佐 226 225 010 255

DttSZ26 貨永通費 ( 1636 055 360

DttS226 雪永通奮 (漸 1697 (230) 方日工 ?

1063 DttSZ26 寛永通買 (女 1668 253 254

1064 DttSZ26 寛永通賓 暢 1697 247

DttSZ26 寛永通費 (高 239

DttSZ26 寛永通費 (漸 229

1067 DttSZ27 寛永通費 (文 229

DttSZ27 寛永通費 (攻 1668 252 374

1069 DttSZ27 寛永通賓 ( 1668 252 058 373

Ⅲ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (15)
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備  考

D優至SZ27 寛永通費 ( 1668 254 060 344
DttSZ27 寛永通奮 (新 252 056

1072 DttSZ27 電永通奮 1668 255 056 385
1073 DttSZ27 雪永 通雷 1668 250

D SZ27 寛永通買 1668 253 055 367
D SZ27 寛永通買 文 ) 1668 369

076 SZ27 寛永通費 文 ) 1668 250
DttSZ27 寛永通賓 ) 1668 060

Or8 DttSZ27 寛永通費 ) 253 059 328
079 DttSZ27 寛永通費 ) 252 252 054
080 DttSZ27 寛永通賓 丈) 056 335

DttSZ27 寛永通賓 ) 253 059 328
1082 DttSZ27 寛永通賓 ) 1668 253 253

DttSZ27 覧永通費 ) 252 253 017 452
DttSZ27 寛永通密 ( 255 255

1085 DttSZ27 252
1086 DttSZ27 寛永通買 ) 1668 253 055 327
1087 D ttSZ27 寛永通買 1668 060 355
1088 D彊 SZ27 寛永通費 1668 058
1089 DttSZ27 寛永通費 1668 357

DttSZ27 寛永通賓 (文 1668 252 374
DttSZ27 寛永通費 (文 1668 254

1092 DttSZ27 寛永通費 (文 ) 1668 250 053
DttSZ27 寛永通費 (文 247 254
DttSZ27 寛永通貨 (文 1668 251

1095 DttSZ27 覺永通賓 (文 1668 056
1096 DttS227 寛永通奮 (文 ) 1668 252 057
1097 DttSZ27 電永 通畜 (支 1668 059 373

DttSZ27 賃 永通 雹 (支 1668 256 059 367
1099 DttSZ27 寛永通買 (文 ) 1668 059

DttSZ27 寛永通寮 (文 1668 256 253 058
3Z27 寛永通費 (文 1668 256 333

102 DttSZ27 寛永通賓 (文 1668 252 254 057 362
103 DttSZ27 寛永通費 (文 1668 252 053 393

DttSZ27 寛永通費 (文 1668 252 252 013 059 299
105 DttSZ27 寛永通賓 (文 ) 1668 248 056
106 DttSZ27 寛永通費 (文 | 1668 012

DttSZ27 寛永通費 (文 | 1668

DttSZ27 貧永通奮 253 253 057 369
DttSZ27 費永通甕 392
D[こSZ27 寛永通賓 1636 252 254 059 353
DttSZ27 寛永通賓 (文 : 1668 252 060 327
[ 寛永通買 (文 ; 1668 254 056
[ SZ27 琵永通費 (文 ) 1668 250
DttSZ27 寛永通賓 (文 ) 1668 254 253 056
DttSZ27 寛永通費 (文 )

DttSZ27 寛永通賓 (文 ) 253 056
DttSZ27 寛永通賓 (文 ) 250 058
DttSZ27 寛永通費 (文 ) 369
DttSZ27 寛永通費 (文 ) 252 250 058
DttSZ27 寛永通費 (文 1668 351
DttSZ27 寛永通賓(文 055
DttSZ27 省

～
桶 書 r寸 1668 252 055

D ttSZ27 寛永通賓 ( 1668 252 055 397
E SZ27 寛永通質 ( 1668 057 334
D[ SZ27 寛永通費 ( 1668

DttS2〃 寛永通費 ( 1668 252 055 394
DttSZ27 寛永通費 (文 252 057 320
DttSZ27 寛永通賓 (文 ) 1668 253 250 012 059 394
DttSZ27 寛永通費 (文 ) 1668 252 251
DttSZ27 寛永通賓 (文 | 1668 253 382
DttSZ27 寛永通費 ( 252 058 362
DttSZ27 費泳 058 372
DttSZ27 (文 ) 1668 250 057 368

34 SZ27 寛永通賓 (文 ) 668 254 252 059
1135 SZ27 寛永通費 (文 ) 251 253 055

D :SZ27 寛永通費 (文 253 256 325
D優至SZ27 寛永通費 ( ) 255 056 352
D[こSZ27 寛永通費 (文 ) 1668 252 252 056
DttSZ27 寛永通賓 (文 ) 1668 254 057
DttSZ27 寛永通費 (文 ) 1668 255 258 056
DttSZ27 寛永通賓 (文 ) 1668 255

42 DttSZ27 寛永通奮 (文 〕 1668 252 057 375
DttSZ27 適冒 (支 1668 254 256 376

44 DttSZ27 寛永通賓 (文 1668 256 057
45 DttS227 寛永通買 (文 1668 255 056
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遺物観察表 銭貨 (16)
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146 DttSZ27 費永通賓 (文 ) 257 256 057 365

DttSZ27 貨共通奮 (文 ) 1668 255 056

DttSZ27 安永通奮 (文 :
1668 258 256 055

DttSZ27 寛永通買 ( 1668 254 255 012 055 365

DttSZ27 寛永通賓 ( 1668 058

51 DttSZ27 寛永通買 ( 1668 252 059

DttS227 寛永通買 (文 |

252

153 DttSZ27 寛永通費 1636 254 256 057 343

154 DttSZ29 寛永通賓 (古 ) 1636 254 063 305

DttSZ29 寛永通費 (文 ) 1668 255 255 056

156 DttSZ29 寛永通賓 (古 ) 1636 241 056

D ttSZ29 永築通賓 明銭 408 247 251 059 437

DttSZ29 覧永通費 (古 636 246 053 337

DttSZ29 電永通賓 (古 253 059

DttSZ29 貨永通奮 (古 636 060

DttS230 宙永通奮 (古 1636 273

DttSZ30 寛永通買 く盲 1636 243 055

DttSZ30 寛永通賢 (盲 1636 246 055

DttS230 寛永通買 (文 1668 257 054

1“ DttSZ30 寛永通質 1697 257 055 478

DttSZ30 寛永通賓 (古 ) 1636 245 368

DttSZ30 天聖元質 北宋微 064 238 真 書

DttS23 寛永通質 (古 ) 1636 237 364

169 DttSZ3 寛永通費 (古 ) 1636 246 248 056 355

Ю D ttSZ3 寛永通費 (古 ) 1636 248 055 305

DttSZ3 覧永通賓
=)

1636 253 252 350

72 DttSZ3 宣永通奮 告) 1636 246 057 326

73 DttSZ3 宣永通奮 訴) 1697 244 244

74 DttSZ3 費永通奮 ) 1636 244 2型 328

DttSZ33 不明 不明

DttSZ33 元豊通賓 行書 1697 066 329

DttSZ33 寛永通賓 文 257 336

D[至SZ33 寛永通買 吉 257 260

l猾 DttSZ33 寛永通賓 占 053

180 DttSZ33 寛永通賓 占 1636 047 322

DttSZ33 寛永通質 占 1636 249 056

DttSZ35 寛永通賓 250 249 058

DttSE35 寛永通賓 新 1697 234 063 268

84 DttSZ35 覧永通費 (新 236 235 282

DttSZ35 省売桶奮 r新 229 230

DttSZ35 管永通奮 (古 ) 237 326

DttSZ35 寛永通費 (古 ) 245 054

DttSZ35 寛永 250 250 056

DttSZ36 永築通質 明銭 356

190 DttSZ36 寛永通質 古 )

DttSZ36 寛永通賓 新 ) 1697 228 228 066 266

192 DttSZ36 寛永通費 新 ) 1697 230 064 253

198 DttSZ36 寛永通賓 古 ) 1636 246 058 368

194 DttSZ36 寛永通賓 文 ) 1668 255 255 060 339

DttSZ36 寛永通費 古 ) 1636 239 235

DttS236 覧永通費 新 ) 230 056

D優至SZ36 費永通奮 (新 ) 1697 232 232 322

DttS236 賓 赤 新 ) 1697 232 063 224

DttSZ36 寛赤 古 ) 1668 058 259

1200 DttSZ36 寛永通賓 占 ) 1636 244 057

1201 DttS237 寛永通買 1636 240 063

1202 DttSZ37 寛永通賓 (古 ) 1636 253 246

1203 DttSZ38 寛永通賓 (新 ) 1697 230

1204 DttSZ38 熙寧元賓 ヤ矢儀 突書 1068 247 244 069

1205 DttSZ38 寛永通費 (古 1636 246 246 056

1206 3Z38 寛永通費 (古 1686 240 009 058

1207 DttSZ38 費永通費 (文 1668 252 250 012 062

DttSZ38 貧永通費 (古 1636 234 052

1209 DttSZ38 管永通輩 (新 1697 229 059

1210 DttSZ38 寛永通買 (新 1697 062

DttSZ38 寛永通賓 (新 248 058 279

DttSZ38 寛永通質 新 1697 324

DttSZ38 寛永通質 勇〕 予′
296

DttSZ38 寛永通費 (新 ) 1697 23彦 059

DttSZ38 寛永通賓 (新 ) 1697 249 053

DttSZ38 寛永通賓 (新 ) 1697 062 239

D ttSZ38 寛永通費 (新 ) 232 283

DttS238 宣永通費 新 ) 1697 232 232

D優至SZ38 i永通賓 (新 ) 1697 236 235 228

DttSZ38 !永通奮 新 ) X697 232 232 060

DttSZ38 寛永通賓 新) 1697 228 224

H 検出遺構 と出土遺物
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222 DttSZ38 寛永通買 (新 ) 1697 230 232 058 308
D ttSZ38 寛永通賓 (新 ) 1697 009
DttSZ38 寛永通費 ( 232 012 303
DttSZ38 寛永通賓 (新 ) 222 065 233
DttSZ38 寛永通費 ( 302
DttSZ38 寛永通費 (新 ) 1697 232 062 322
DttSZ38 寛永通賓 (古 ) 1697 238 238 059
DttS238 寛永通費 (新 ) 242 058
DttSZ38 寛永通費 (新 ) 250 055 320
DttSZ38 寛永通費 ( 1697

DttSZ38 菅 干 桶 書 イ 237 238 058 392
DttSZ38 覧永通奮 1697 230 009 062 222

234 DttSZ38 安来 通雷 (第 ) 1697 229 064 308
235 DttSZ38 寛永通買 (古 ) 1636 344
1236 DttSZ38 寛永通買 ( 1697 232 233 010
1237 DttSZ38 寛永通賢 ( 1697 229
1238 DttSZ38 寛永通質 (新 )

1239 DttSZ38 寛永通費 (新 ) 1697

1240 DttSZ38 寛永通費 ( 1636 338
1241 DttSZ38 寛永通賓 (新 ) 1697 238
1242 DttSZ38 寛永通賓 ( 1668 251 253
1%3 DttSZ38 覺永通賓 (古 ) 1636 252 253 0 335
1244 DttSZ39 覧永通賓 (せ 1636 243 242 0 054 399
1245 DttSZ39 寛永通奮 ( 1668 0 060
1246 DttSZ39 費永通管 似 1697 228 226 0 072
1247 DttSZ39 寛永通賓 ( 1636 245 055
1248 D ttSZ39 寛永通買 (新 ) 1697 255 254
1249 DttSZ39 淳猥元買 南宋銭 真書 背十三 1186 062 368
250 DttSZ39 寛永通買 (新 ) 228 229 066

DttSZ39 寛永通賓 (古 ) 1636 245 066 272
252 DttSZ39 寛永通費 (古 ) 1636 243 053

DttSZ39 寛永通賓 (文 ) 253 057
254 DttS239 寛永通賓 (古 ) 1636 253 254 052 339

DttSZ39 菅 表 桶奮 r苦

DttSZ40 永築通賓 明 銭 058 366
DttSZ43 貧永通 了(新 238 063 252
DttSZ43 了(新 1697 246 247
DttSZ43 雪 /k 露 (盲 ) 1636

DttS243 寛永通賓 (元 ) 1697 220 212
1261 DttSZ43 寛永通買 (漸 1697 236 267
1262 DttSZ43 寛永通賓 (新 697 242 058 335
1263 DttSZ43 寛永通費 (新 ) 1697 063 273

DttSZ43 寛永通費 (芭 1636 056 360
1265 DttSZ43 寛永通賓 (新 ) 1697 233 009 058
1266 DttSZ43 寛永通賓 (新 ) 1697 234 060
1267 DttSZ43 寛永通賓 (文 ) 253
1268 DttSZ43 覧永通費 (新 238 017 058
1269 DttSZ43 寛永通奮 (新 1697 062
1279 DttSZ43 責永 通雷 ( 1636 055 350
1271 DttSZ44 寛永通 | (古 ) 1636 238 352
1272 D ttSZ44 寛永通質 (古 ) 389

SZ44 寛永通質 (古 ) 286
1274 DttSZ44 永築通賓 明銭 230 227 057 323

DttSZ44 寛永通費 (古 ) 1636 238 238 054
276 D[こSZ44 寛永通賓 (古 ) 1636 058
277 D優こSZ44 寛永通費 (古 ) 243
278 DttSZ45 寛永通 ( (古 ) 246 295

DttSZも 寛永通費 (古 ) 374
DttSZ45 寛永通貨 (古 ) 235 053 296
DttSZ45 連賢 k古 ) 1636 244 056 258

232 DttSZ45 寛永通買 (古 ) 1636 246 054
DttSZ45 寛永通貿 (古 ) 1636 250 017
DttSZ46 寛永通賓 (文 1668 250 249 056
DttSZ46 寛永通賓 (新 267

286 DttSZ46 寛永通費 (古 1636 249 063 352
DttSZ46 寛永通費 (古 ) 1636 229 230 065 198

288 DttSZ46 寛永通費(新 ) 1697 240 239 057
1289 DttSZ47 寛永通費 (新 ) 232 230 011 056 256

DttSZ47 寛永通奮 (新 057 280
DttSZ守 費永 1697 226 062

1292 DttSZ47 .(新
) 1697 236 059 253

1293 D ttSZ47 見 本 起 賀 (新 697 232 063
1294 D ttSZ47 寛永通質 (古 ) 244 056 308
1295 DttSZ47 寛永通費 (新 250 326
1296 DttS247 寛永通賓 (新 ) 270
1297 DttSZ47 銭 明治十年 279 279 015
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遺物観察表 銭貨 (刊 8)

師
血

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
たて

(cm)

こ

ｍ
，

よ

く
ｃ

虫
ｃ
、

ｎ
′

厚

くｃ
第
くｃｍ＞

襲
①

備 考

1298 DttSZ47 寛永通賓 (新 ) 1697 245 244 009 066 269

1299 DttSZ47 寛永通賓 (古 ) 1636 236 056 292

1300 DttSZ47 半銭 明治十年 1879 223

1301 DttS247 寛永通賓 占 1686

DttS247 寛永通費 占 057

DttSZ47 寛永通費 斬 236 267

DttSZ47 寛永通費 占 1636 060

D ttS247 覧永通賓 1636 244 058

DttSZ守 貨末通賓 (新 1697 062

1307 DttSZ47 笥永通畜 (古 ) 254 057

1308 DttSZ47 寛永通費(古 015 066 322

1309 DttSZ47 文久永買 玉宝 (略宝 ) 1863 012

1310 DttSZ4i 明治十三年 1880 282 016

11 DttS247 二 銭 冶八 年 1875 322 322 1401

12 DttSZ47 寛永通賓 (古 ) 1636 246

DttSZ47 一銭 明治九年 1876 279 705

14 DttSZ48 寛永通賓 古 ) 1686 057 304

DttSZ48 寛永通費 古 ) 1636 248 017

D ttSZ48 寛永通費 古 ) 1636 248 020

DttSZ48 寛永通費 古 ) 1636 015 317

DttSZ48 覧永通費 古 ) 1636 237 256

DttSZ48 貧永通奮 古 ) 1636 234 056

320 DttSZ51 雪来 通胃 古 1636 297

1321 DttSZ51 寛永通買 古 ) 243 243 353

1322 DttSZ51 寛永通買 苗 ) 1636

1323 DttSZ52 寛永通賓 古 ) 1636 020 054

13蟄 DttSZ52 寛永通賃 1636 022

1325 DttSZ52 不 明 057 223

1326 DttS252 寛永通費 256

1327 DttSZ52 寛永通賓 文 257

1328 DttSZ52 寛永通賓 262

DttSZ54 寛永通費 古 058 288

DttS254 覧永通賓 古

1331 DttSZ54 宣永通賓 古

1332 DttSZ54 首永通奮 古 055

1333 DttSZ54 寛永通質 252 253 0

DttSZ54 寛永通賓

DttSZ55 寛永通賓 (古 432

DttS256 寛永通質 (古 236 055

DttSZ56 寛永通費 (首 232 055 329

DttSZ56 寛永通費 (古 1636 249 0'Э 057 282

339 DttSZ56 貧永通費 (古 243 062

340 DttSZ57 寛永通費 ( 248

341 DttSZ57 皇宗通賓 1023 236 295

DttS257 寛永通費 古 ) 1636 247 248

1343 DttSZ57 費永通奮 古 ) 1636 0 3 300

1344 DttSZ57 宙永通寮 古 |
247 0 2 290

1345 DttSZ57 寛永通買 ( 238 238 0 288

DttSZ57 寛永通賓 247 0 056

DttSZ58 寛永通買 古 ) 1636 250 253 0 5 346

DttSZ58 寛永通質 文 ) 1668 0 5 055

130 DttSZ58 寛永通賓 古 0 2 066 255

1350 DttSZ58 寛永通費 古 017 布付 着

DttSZ58 寛永通賓 古 255

1352 DttSZ58 寛永通賓 芭 237

1353 DttSZ59 寛永通賓 新 1697

1354 DttSZ59 宣永通賓 新 1697 062 250

1355 DttSZ59 賃 永 宙 勅 1697 068

1356 DttSZ59 寛 雷 (新 ) 1697 239 0 2 060

DttSZ59 寛永通賓 (勅 226 225 0 0

DttSZ59 寛永通賓 (新 ) 1697 0 0 238

359 DttSZ59 寛永通質 (新 ) 1697 245 0 3 057 326

360 DttSZ59 寛永通賓 (新 ) 243 012

DttSZ59 寛永通賓 (文 1668 252 252

DttSZ59 寛永通賓 (新 ) 248 0 2 058

D EXISZ59 覧永通賓 帖 1636 237 0 3

DttSZ59 貧永通費 (新 ) 1697 0 1 283

DttSZ59 貨永通費 (新 ) 1697 230 0 1 062 263

DttSZ59 賃 永 畜 新 ) 242 0 1 267

1367 DttSZ59 寛永 2型 0 266

DttSZ59 寛永通買 242 056 854

DttSZ59 寛永通賓 新 ) 236 237 269

1370 DttSZ59 寛永通賓 新 ) 1697 236 237 058 284

1371 DttSZ59 寛永通賓 古 ) 1636 055 382

1372 DttSZ59 寛永通費 新 ) 234

1373 DttSZ59 寛永通賓 古 ) 1636 247 055 306

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (19)
掲載
No
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重 量

(g)
備  考

374 DttSZ59 寛永通費 (文 ) 253 253
DttSZ59 寛永通費 (新 ) 062 302
DttSZ59 寛永通賓 (新 ) 1697 246 059

377 DttSZ59 管 熊 桶警 rす 1668 253 058
378 DttS259 寛永通奮 新 1697 236 059
379 DttSZ59 宣 永 rvI 1697 237 065
380 DttSZ59 賃 永 新 246 275

DttS259 管 7k 雷 葬 230 065
382 DttSZ59 寛永通買 (新 1697 260
388 DttSZ59 寛永通質 (新 1697 011 285

DttS259 寛永通賢 新 1697 063
385 DttSZ59 寛永通費 新 1697 012 060
386 DttSZ59 寛永通賓 古 058 266
1387 DttSZ59 寛永通費 古 (238) 052

DttSZ59 寛永通賓 新 1697 220
DttSZ59 寛永通貨 新 1697 252 253 047
DttSZ59 覧永通費 新 1697 256 240 056 436 鉄銭 と固着

DttSZ59 寛永通費 新 1697 250 060
DttSZ59 寛永通奮 新 250 056
DttS259 寛永 通 賢 新 239 236 267
DttSZ59 寛永通買 古 236 237 351

3Z59 寛永通買 古 636 252 065
DttSZ59 寛永通買 新 ) 697 061 268
DttSZ59 寛永通費 古 ) 636 059 339

1398 DttSZ59 寛永通賓 文 ) 1668 253 062
1399 DttSZ59 寛永通費 新 ) 1697 012 062

DttSZ59 寛永通費 新 ) 235
DttSZ59 寛永通賓 文 ) 250 250

402 DttSZ働 寛永通賓 (新 ) 1697 238 238
403 DttSZ59 寛永通賓 (新 ) 1697 233
404 DttSZ59 寛永通費 (新 1697 230
405 DttSZ59 248
406 DttSZ59
1407 DttS269 (古 ; 250 058 319
1408 DttSZ59 寛永通買 (新 ) 1697 236 236 064

DttSZ59 寛永通買 (新 ) 232 060 34
1410 D[至SZ59 寛永通賓 仙 ) 1697 24「D 056 409
1411 DEこSZ59 寛永通費 新 ) 245 246 056 353
1412 D優こSZ59 寛永通費 一死 1697 220 220
1413 DEttSZ59 寛永通賓 新 ) 233 232 055 290
1414 DttSZ59 寛永通賓 新 ) 1697 257 056 378 拓本なし
1415 DttSZ59 覧永通賓 新 ) 1697 247 057 373 拓本 な し

DttS259 貧永通奮 (古 1636 055
DttSZ59 1636 357
DttSZ59 1636 248 060 289
D ttSZ59 奮 買 新 232 232 063

420 DttSZ59 寛永通費 新 1697 226 066 168
421 DttSZ59 寛永通賢 古 1636 246 245 055 372

DttSZ59 寛永通賓 (新 1697 228 228 011 065 252
1423 DttSZ59 寛永通費 古 1636 245 244
1424 DttSZ59 寛永通費 古 1636

DttSZ59 寛永通賓 新 243 245 285
DttSZ59 寛永通賓 新 1697 065
DttSZ59 寛永通費 (新 ) 1697 232 064 292
DttSZ59 寛永通奮 新 ) 1697 245 057 357

429 DttSZ59 1697 248 066 277
430 DttSZ59 1697 232

DttS259 寛永通買 勇〕〒) 1697 234 278
DttSZ59 寛永通賓 古 1636 058 352
DttS259 寛永通費 新 ) 1697 233 012 059 285

1434 DttSZ59 寛永通賓 (新 ) 1697 231 228 062
DttSZ59 寛永通費 (新 ) 697 236 237 288

1436 DttSZ59 寛永通賓 (古 ) 250 012 340
1437 DttSZ59 寛永通費 (新 ) 697 240

DttSZ59 寛永通費 248 055 403
DttSZ61 寛永通奮 (文 1668 255 334

1440 DttSZ61 寛永 遠賓 (
盲

一
1636 243 243 395

1441 DI丞SZ61 普キ桶奢 1668 248 020 057
1442 D ttSZ61 寛永通買 古 , 1636 248 379
1443 DttSZ64 寛永通質 新 ) 1697 228 058

DttS264 不 明 不 明 243 242 059 277
狙 DttSZ64 寛永通賓 古 ) 233 055 296

DttSZ64 寛永通賓 古 ) 245 245 057
447 DttSZ64 寛永通賓 新 ) 230

DttSZ64 寛永通賓 新 ) 1697 240 239 056 260
DttSZ64 寛永通費 新 ) 245 057 333
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遺物観察表 銭貨 (20)
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配
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(cm)
襲
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備 考

450 DttSZ64 寛永 藷 (新 ) 229 229 011

DttSZ66 寛 永 057

DttSZ66 寛永通賢 (
388

DttSZ66 寛永通質 (古 245 056

454 DttSZ66 寛永通質 (古 ) 244 017 433

DttSZ66 不 明 不明 243 323

1456 DttSZ66 寛永通賓 (古 ) 1636 059

1457 DttS266 寛永通費 (古 ) 1636 237 239 058 252

1458 DttSZ66 寛永通賓 (古 ) 1636 235 055

1459 こSZ50 寛永通賓 (古 ) 1636 242

D ttSZ50 寛永通賓 (古 ) 1636 247

1461 DttSZ50 覧永通賓 1636 238 052

1462 DttSZ50 賃永通奮 (古 )

DttS250 雪 赤 (古 ) 2 057 296

1464 DttSZ50 寛永 密 (古 ) 237 057

DttSZ69 皇宗通買 北宋銭  真書 0 3

DttSZ69 天聖元賓 0 3 387

DttSZ69 熙寧元質 068 247 0 3 289

468 DttSZ70 寛永通費 (古 636 0 3 335

469 DttSZ70 寛永通賓 (文 668 254 256 0 5 283

4紹Э DttSZ70 寛永通質 (古 636 246 0 5

DttSZ72 寛永通賓 (新 (232) (210) 1

D EXISZ75 寛永通賓 (新 0 6

DttSZ75 菅 熊桶 書 1636 (246) (144Ⅲ 0 9

DttSZ77 宣永通賓 (新 ) 1697 307

DttSZ77 ]奮 (新 ) 1697 299

476 D[こSZ77 『 (古 251 0 2 328

DttSZ77 覧永正 1697 0 254

DttSZ77 寛永通買 (元 1736 228 226 0 2

1479 DttS277 寛永通賓 (新 0 0

1480 DttSZ77 洪武通費 単 点通  マ顕 追 1368 0 6 056

DttSZ77 寛永通費 (古 ) 1636 013 058

と482 DttSZ77 寛永通賓 (新 ) 062

DttSZ77 元祐通賓 北宋銭 1086 2つ

1484 DttSZ77 寛永通賓 (新 236 236 012

SZ77 寛永通賞 (新 1697 226 227

1486 DttSZ77 費永通賓 訴 1697 226 013 064

1487 DttSZ77 賞永通奮 訴 1697

1488 DttSZ77 寛赤 Zlf 1697 239 239 010

DttSZ77 寛永 誓 折) 239 257

DttSZ77 寛永通賓 隣 058

DttS277 寛永通質 研) 1697 010

492 DttSZ77 寛永通賓 斬 ) 1697

DttSZ77 寛永通賓 研 1697 058

DttSZ77 寛永通費 斬 1697 232 232

495 DttSZ77 寛永通費 1697 222 058

496 DttSZ77 寛永通費 斬 1697

DttS277 覧永通賓 新 1697 009

498 DttSZ77 覧永通賓 斬 1697 012 064

499 DttSZ77 費 新 1697 235 235 062

D[至SZ77 寛 永 新 1697 236

1501 D優こSZ77 寛永通 育 (新 253

DttS277 寛永通賓 所 1697 295

DttSZ77 寛永通買 (新 1697 227 008 070

1504 DttSZ77 寛永通賓 (新 1697 009 063

DttSZ77 寛永通賓 (新 1697 062

DttSZ77 寛永通賓 (新 246

DttSZ77 覧永通費 (古 250

DttS277 寛永通賓 (新 233 232

1509 DttSZ77 責永通費 (新 243 243 0 1

1510 DttSZ77 賓 泳 宙 (新 4 058 349

DttSZ77 寛赤 脅 新 1 063 322

1512 DttSZ77 寛永通費 (新 ) 229 230 0

1513 DttSZ77 寛永通賓 新 230 0 2

DttSZ77 寛永通質 新 ) 236 238 010 266

1515 DttSZ77 寛永通賓 新 ) 230 065 325

DttSZ77 寛永通賓 新 ) 238 012 066 325

DttSZ77 寛永通費 新 ) 1697 229 229 010

D ttSZ77 寛永通費 (古 ) 1636 243 289

DttSZ77 覧永通費 (新 ) 1697

DttSZ77 貧永通費 (元 ) 1697 229 2

DttS277 雪 外 宙 (新 ) 1697 237 1 060

DttSZ77 寛 永 雷(古 ) 1636 3 062

DttSZ77 寛永通賓 (苗 )
1

DttSZ77 寛永通質 (元 ) 1697 229 229 1 065

525 DttSZ77 寛永通費 (新 ) 1697 242 298

H 検出遺構と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (2刊 )
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重量

(質 )

備  考

1526 DttSZ77 寛永通奮 新 1697 233 232 062 283
1527 DttSZ77 覧永通奮 ( 236 236 010
1528 DttSZη 賓永 通雷 ( 060 236
1529 DttSZ77 賢乗 員雷 1697 230 010 065 254
1530 3Z77 寛永通賓 新 1697 059 172

DttSZ77 寛永通質 足 230 230 058
DttSE77 寛永通費 (新 228 230 008 194

1533 DttSZ77 寛永通賓 (新 697 244 246 064 312
1534 DttSZ77 寛永通賓 新 697 224 224 010 066
1535 DttSZ77 寛永通費 新 247 066

DttSZ77 寛永通賓 新 697 235 235 012
1537 DttSZ77 寛永通費 新 245 245 058

DttSZ77 寛永通賓 新 1697 234 234 062 263
DttSZ77 寛永通費 新 1697 228 228 066
DttSZ77 寛永通奮 新 1697 240 063
DttSZ77 電永 通雷 新 242 063

1542 D ttSZ77 寛永通買 新 230 058 372
D ttSZ77 寛永通賓 新 1697 237 238 065 245

1544 DttSZ77 寛永通賓 新 1697 234 012 060 327
1545 DttS277 寛永通費 新 1697 233 234
1546 DttS277 寛永通賓 (新 1697 234 234 062 278
1547 DttSZ77 寛永通費 新 1697 240 063 263
1548 DttSZ77 寛永通費 新 ) 229 229 068 330
1549 D[至SZ77 寛永通賓 新 240 057

DttSZ77 寛永通費 新 282
1551 D優至SZ77 昔 表 桶管 r新Ⅲ 1697 247
1552 DttSZ77 寛永通奮 (新 1697 062 257
1553 D ttSZ77 寛永通奮 ( 1697 009 062 225
1554 D ttSZ77 232 232 062
555 DttS277 雪 永 通 冒 (死 225 225 009 OC盟

556 DttSZ77 寛永通買 (新 237 237

DttSZ77 寛永通賓 (新 697 232 009 225
DttSZ77 寛永通費 (新 697 240 240 010 274
DttSZ77 寛永通費 (新 697 240 242 062
DttSZ77 寛永通費 (新 697 230 230 010 062 262
DttSZ77 寛永通費 (新 233 234 063
DttSZ77 寛永通賓 (新 062 254
DttSZ77 寛永通費 (新 1697

DttSZ77 寛永通賓 (新 1697 065 288
DttSZη 寛永通寮 (新 1697 063 239

566 DttSZ77 覧永通奮 | 1697

567 DttSZ77 賓永 範誓 断 1697 012 060
568 DttSZ77 小 明 不 明 222 227 005
569 DttSZ77 寛永通費 rfr 230 230 244
1570 DttSZ77 寛永通費 斬 1697 230 221

DttSZ77 寛永通買 一症 1697 060 294
1572 DttSZ77 寛永通賓 占 243 245 061 297
1573 DttSZ77 寛永通費 斬 238 010 064 250
1574 DttSZ77 寛永通賓 1686 012 062

DttSZ77 寛永通費 1668 252 252
1576 DttSZ77 寛永通奮 1697

1577 DttSZ77 覧永通甕 1697 253 253 012 056
1578 DttSZ77 1697 247 065 284
1579 D ttSZ77 賃 永 通 暫 ( 1636 253 344
1580 D ttSZ77 寛永通買 (新 1697 059 835

DttSZ77 寛永通賓 1697 295
1582 DttS27 寛永通賃 (元 : 1697 225 225 057
1583 DttSZ77 寛永通賓 (新 1697 012 055 336
1584 DttSZ77 寛永通質 (小 1697 232 232 058 232
1585 DttSZ77 寛永通費 (新 1697 236 236 065
1586 D[至SZ77 寛永通費 (新 233 233 258

D彊こSZ77 天保通賓 当百銭 1835 026 062 2076
DEISZ77 覧永通奮 (新 1697 064

589 DttSZ77 寛永 通畜 (新 228 067 232
590 DttSZ77 賃 7k通脅 1697 229 066 302
591 DttS277 寛永通賓 1697 065 272
592 DttSZ77 寛永通費 (235) (249) 012 245

DttSZ77 寛永通質 1697 320
594 DttSZ77 寛永通賓 1697 232 008

DttSZ77 寛永通質 1697 234 234 010 059 239
1596 DttSZη 文久永賓 草文 1863 272 272 010 065 370
1597 DttSZ77 寛永通賓 (新 237 009 062 244
1598 DttSZ77 寛永通費 (新 1697 062 249
1599 DttSZ77 覧永通費 (新〕 1697 247 063 296
1600 DttSZ77 費永通奮 (古 1636 248 247 064 303
1601 DttSZ77 賓永 通冒 (足 1697 220 221
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遺物観察表 銭貨 (22)
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1602 DttSZ77 一銭 明治十年 1879 281

DttSZ77 寛永通賓 (新 ) 1697 234 010 062 268

1604 DttSZ77 寛永通賓 (新 ) 1697 286

DttS277 一銭 明治十年 1879 017

DttSZ77 一銭 明治十年 1879 708

1607 DttSZ77 二 後 明治十年 1879

1608 DttSZ77 文久永奮 草文 272 272 393

1609 DttS277 宝久永奮 草文 1863 266 065

1610 DttSZ77 一銭 明治七年 1874 282 017 723

DttSZ77 二 銭 明治八年 1875 322 024 1416

1612 DttSZ77 寛永通費 (新 ) 240 062 239

1613 DttSτ77 寛永通賓 新 ) 1697 237 067

DttSZ77 寛永通費 (新 )

1615 DttSZ77 一 銭 明治十 年 1879 280 707

DttSZ78 寛永通賓 (新 ) 1697 258 017 055

DttSZ78 不 明 不 明

D ttSZ78 寛永通賓 文 1668

DttSZ83 寛永通奮 新 1697 057 320

DttSZ83 寛永通賓 新 232 232 237

1621 D優こSZ83 萱永通賓 新 1697 (218Ⅲ (224)

1622 D優こSZ83 貨永通奮 文 257 257 055

1623 D透至SZ83 費泉通奮 新 1697

1624 DttSZ83 寛永通買 新 1697 235 237 254

1625 DttSZ83 寛永通賓 新 1697 239 237 060

1626 DttS283 寛永通賓 新 1697 220 178

1627 DttSZ83 寛永通質 (新 1697 057 312

1628 DttSZ83 寛永通賓 (首 244 059

1629 DttSZ85 寛永通費 (新 1697 253 252

1630 DttSZ85 寛永通費 (古 247 245

DttSZ85 寛永通費 (文 252 252 012

1632 D ttS285 寛永通賓 (古 ) 636 247 012

1633 DttSZ85 寛永通賓 (古 ) 242 242 328

1634 DttSZ85 貧永通費 (古 ) 238 235 312

1635 DttS285 永通弯 文 | 668 253 255 305

1636 DttS286 新 ) 1697 255 256

1637 DttSZ86 寛 永 文 ) 256 062

1638 DttSZ86 寛永通賓 新 ) 1697

1639 DttSZ86 寛永通賓 新 ) 1697 245

1640 DttSZ86 寛永通賢 新 ) 1697 2型 246

1641 DEこSZ86 寛永通買 新 ) 1697 238 011 059 298

1642 DttSZ86 寛永通費 新 ) 1697 253 24

1643 DttSZ86 寛永通賓 1636 262 260 020 045 273 石本なし

1644 DttSZ86 寛永通賓 (古 1636 239 055

1645 DttS286 寛永通費 (新 232 233 062

1646 DttSZ86 覧永通賓 (新

1647 DttSZ86 宙永通費 (新 1697 011

1648 DttSZ86 寛永 古 1636 247 398

DttSZ86 寛永通賓 新 1697 246

1650 DttSZ86 寛永通賓 (新 245 012

DttSZ86 寛永通質 新 1697 011

1652 DttSZ86 寛永通費 (新 297

1653 DttS287 寛永通質 (新 1697 235 017 255

1654 DttSZ87 寛永通費 (新 ) 1697 344

1655 DttSZ87 寛永通賓 (新 ) 235 235 059

1656 D ttSZ87 寛永通賓 (古 ) 058

1657 SZ87 覧永通賓 (新 ) 222 228

1658 DttSZ87 賃永通費 (新 ) 1697

1659 DttS287 官永通費 (支 ) 1668 252 385

1660 DttISZ87 慶元通買 南宋銭  背元 1195 242 065 369

DttSZ87 寛永通買 (新 ) 247 064

1662 DttSZ87 寛永通質 (新 220 063

1663 D優こSZ87 寛永通質 (新 1697 057

1664 D優至S287 寛永通賓 (新 697 258 258 056 426

1665 DttSZ87 寛永通費 (古 636 250 250

DttSZ87 寛永通費 (新 697 230

1667 3Z87 寛永通賓 (71f 697 230 060

DttSZ87 寛永通費 (新 229 057

1669 DttSZ91 貧永通賓 (新 697 (249)

1670 DttS291 宣永通奮 新 697 012 305

DttSZ9 雪来撓奮 新 697 246 058

DttSZ9 寛永通費 苗 232 052

DttS29 寛永通買 新 009 065 212

1674 DttSZ9 寛永通質 新 247 058 339

1675 DttSZ9 寛永通費 新 ) 1697 242 326

1676 DttS29 寛永通賓 新 ) 1697 249

1677 DttSZ9 寛永通賓 古 1636 057

工 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 銭貨 (23)
掲載
IWO

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
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(cm)

重 量

(寅 )

備  考

1678 DttSZ91 寛永通費 (古 : 1636 015
1679 DttSZ91 寛永通費 (古 ) 636 244 380
1680 DttSZ91 寛永通賓 (新 ) 697 293

DttSZ91 寛永通賓 (古 ) 054
DttS291 寛永通質 (新 ) 245 060

1688 DttSZ91 寛永通費 (新 ) 233 065
1684 DttSZ91 寛永通賓 (新 ) 1697 245 338
1685 DttSZ93 寛永通奮 (古 ) 244 295

D[三SZ93 寛永通質 (新 ) 1697 233 234 062
1687 DttSZ93 寛永通奮 (新 ) 1697 247 053 277
1688 DttSZ93 宣永通宙 (新 ) 1697 235 058

DttSZ104 興算元奮 北宋銭 真書 1068 237 064 308
1690 欠番

DttSZ24 寛永 通買 新 , 新寛永 無背 1697 2坐 262
1692 DttSZ24 克永通質 新 新寛永 無背 1697 247
1693 DttSZ24 覧永通質 (新 新寛永 無背 242 058
1694 DttSZ24 寛永通賓 新 新寛永 ・無背 242

DttSZ24 寛永通費 新 新寛永 無背 1697 240 295
DttSZ24 寛永通費 228 055 203

1697 DttSZ53 寛永通賓 (新 ) 新寛永 無背 1697 (224) (225) 098 065 199
DttS253 寛永通費 (新 ) 新 寛永  無 背 1697 (213) (221) イ067】 7

DttSZ53 寛永通費 (218) (127〕 (081)
BttSZ 10 覧永通費 (古 ) 1636 0 2
BttSZ■ 0 菅 熊 桶 密 Ⅲ 1636 244 0 055
BttSZ■ 0 貨永通 1636 293 0

紹Э4 BttSZ 賃 衆 足 ) 0 2 063
紹D5 BttS2 寛永通賓 (新 ) 1697 223
706 B ttSZ 寛永通貿 (新 )

707 BttSZ 寛永通買 (新 ) 1697 276
708 BttSZl10 寛永通賓 (新 ) 232 233 055

BttS2110 寛永通賓 新 )

BttSZl10 寛永通費 新 ) 1697 229 227
BttSZl10 寛永通賓 新 ) 1697 288 012 388

1712 BttS2110 寛永通費 新 ) 1697 015 245
1713 BttSZ110 寛永通費 翔〒) 1697 236 248

BttSZl10 寛永通宙 コ路) 1697 287
5 BttSZ 寛永 通 雷 新 1697 230 231 064
6 BttSZ 覧永 通 奮 (新 1697 079

BttSZ 0 寛永通買 新 1697 229 058 262
8 BttSZ 0 寛永通買 新 1697 232 066

BttSZ 0 荒永通賓 新 1697 228 227 304
720 BttSZ 0 寛永通費 新 1697 228 229 252
721 BttSZ 0 寛永通賓 新 1697 058
722 BttSZ 0 寛永通費 新 1697 229 062
723 BttSZ 寛永通貨 新 1697 230

BttS2 寛永通賓 (新 1697 235
BttSZ 寛永通賓 (新 233 233 020 062 274
BttSZ 管 売 涌 奮 r斯 278 278 008 068 157
BttSZ■ 0 寛来通密 新 220 063 233
BttSZ 069

729 BttSZ 寛永通賓 (新 ) 1697 298 293 062
730 B ttS2 寛永通買 (新 ) 230 230

BttSZl10 寛永通費 新 232 232
732 BttSZl10 寛永通賓 新 229 262

BttSZ110 寛永通費 新 1697 062 265
BttSZl10 寛永通賓 新 1697 227 227

1735 BttS2110 寛永通費 新 1697 203
BttSZ110 寛永通賓 新 1697 (233) (229) 220

1737 BttSZl10 寛永通賓 (新 234 017 288
BttSZl10 覧永通 剤予) 1697 (168)

`219)
012 066

BttSZ 0 剰斤) (181)
1740 BttSZ 0 通賓 1636 (222) 012 221

B ttSZ 0 克永通質 1636 (219) (200) 124
1742 8区 SZ 0 寛永通賓 (四 ) 背 11波 280 484
1743 BttSZ 文久永賓 真 文 065
744 BttSZ 10 文久永賓 真 文 1863 268 072

B[至SZ 10 文久永賓 具 文 279
BttS2 3 寛永通賓 (文 ) 255 067
BttSZ 3 寛永通賓 (文 ) 253 253 056

748 BttSZ 3 寛永通寮 (文 252 056 336
749 BttSEl13 寛永通費 (文 057 374
750 BttSZ 3 寛永通買 (文 1668 253 056

BttSZ 不 明 249 0紹Э
1752 BttSZl13 寛永通賢 (古 ) 1636 246 058
1753 BttSZ■ 3 寛永通費 (古 ) 1636 245 057 356
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遺物観察表 銭貨 (24)

掲載
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軽
∩

備 考

1754 BttSZl13 永通奮 (古 ) 247

1755 BttS2113 i永通奮 (古 ) 062

1756 BttSZl13 宙永規奮 ) 246 057

1757 BttSZl13 寛永通費 (

BttSZl13 寛永通賓

1759 BttSZ 13 寛永通質 243 345

1760 BttSZ 寛永通質 ) 1636 253 252 064 340

1761 BttSZl13 寛永通賓 1636 246 060 342

BttSZ 3 寛永通賓 1636 249 249 069 270

763 BttSZ 3 寛永通質 1636 243

764 BttSZ 3 寛永通賓 1636 242 242 056

765 B 3 覧永通寮 1636 053

3 寛永通賓 (古 252 013 060

767 BttSZ 3 管売桶害イ苦 243 012 054

768 BttSZ 3 賃永通賓 (新 ) 1697 244 244 056

769 BttSZ 3 管束通奮 訴 1697 247 247 056 363

BttSZ 3 省永通省 訴) 1697 236 235 012 059

BttSZl 3 寛永通賓 (新 1697 2Ъ 244

BttSZユ 3 寛永通賓 ( 1697 249 062 257

773 B[こSZ 寛永通買 訴) 1697 068

774 BttSZl13 寛永通質 訴) 1697 010 064

775 BttSZl13 寛永通賓 HFr) 1697 067 228

776 BttSZl13 寛永通賓 折 1697 222 222

777 BttSZl13 寛永通賓 斬 1697 234 309

1778 B EXISZl 13 寛永通賓 斬 1697 017

779 B[こSZl13 覧永通賓 新 259

t780 BIXSZl13 寛永通賓 新 012

1781 BttSZl13 貨永通賓 斬 1697 187

1782 BttS2113 1永通奮 新 1697 337

1783 BttSZl13 来通奮 断 1697 235 309

B優至SZl13 寛永通費 243

1785 B[こSZl13 寛永通買 308

1786 BttSZ■ 3 寛永通買 祈 244 245

1787 BttSZl13 寛永通賓 (新 1697

788 BttSZl13 寛永通賢 (新 1697 231 063 237

BttSZl13 寛永通費 (新 1697 245 338

790 BttSZl13 寛永通賓 (新 245 317

SZl13 寛永通賓 (新 244

3Zl13 覧永通賓 (新 230 230

BttSZll 宣永通賓 新 232 233 059

794 BttSZl13 貨永通費 新 064

℃ 5 BEこ SZl14 雪え通密 古 244 063

B優こSZl14 寛永通買 (新 228 229 068

BttSZユ 14 寛永通賓 (新 ) 224 063

1798 BttSZl14 寛永通買 新 230 277

1799 BttS2114 寛永通買 (新 ) 697 237 236 282

BttSZl14 寛永通賓 新 697 228 069

BttSZl15 寛永通賓 古 636 245

1802 B厄至SZl15 寛永通費 古 1636 249

1803 壁SZl15 寛永通賓 文 1668 229

SZl15 寛永通賓 文 1668 253

1805 BttSZ 覧永通賓 新 1697 228 220

1806 BttSZ 費永通費 新 1697 232 0 209

1807 BttSZ 雪未通曹 新 1697 0 195

1808 BttSZ 寛永通賓 新 ) 0 277

1809 B厄こSZ 覧永通賓 新 0 227

1810 BttSZ 寛永通質 1636 259

BttSZ 不 明 不 明 (222) 356

1812 BttSZ 寛永通賓 古 1636 242 357

BttSZ 寛永通賓 文 1668 252

BttSZ 寛永通賓 1668

B ttSE 8 寛永通賓 1668 344

BttSZ 8 宣永通賓 1668 (170) 130

BttSZ 8 賃永通奮 (新 ) 1697 067

BttSZ 8 官え通割 新 1697 222 062 233

BttSZ 8 寛永通費 (新 (220) (227) 060

820 BttS2118 寛永通買 (素 232 (231)

821 BttSZl18 寛永通質 (新 227 229 065 253

1822 BttSZl18 寛永通賓 (新

1823 BttSZl18 寛永通費 (新 234 011 237

1824 BttSZl18 貧永通質 (新

こSZ120 寛永通賓 (新 245 246

1826 SZ120 管 熊 桶審 1636 236 066

1827 B ttS2120 覧永通賓 (新 ) 1697 235 236 064 258

1828 BEISZ120 賃永通奮 (新 1697 236 236 262

1829 BttSZl蓼Э 官来通奮 新 1697 064

BttSZ120 寛永通賓 (新 |
(217) 064

亘 検出遺構 と出土遺物
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備 考

1831 BttSZ120 寛永通費 (新 ) 1697 068
1832 BttSZ120 寛永通買 (新 ) 697 065
1833 BttS2120 寛永通買 (新 ) 697

1834 BttSZ120 寛永通質 (新 ) 697 066
1835 BttSZ120 寛永通質 (新 ) 697

BttSZ120 寛永通賓 (新 ) 697 259 306
BttSZ120 寛永通賓 (新 ) 227 226 011 233

1838 BttSZ120 寛永通賓 1636 268 4カ 所 に穿孔 あ り

BttSZ120 不 明 小 明 (245) (056〕 225
BttSZ 示 明 不 明 (218) (219) 059

841 BttSZ 寛永通賓 (古 ) 1636 239 240
BttSZ 寛永通賓 (新 ) 228 226 222
BttSZ 寛永通費 (新 ) 099
BttSZ 覧永通奮 (新 (237

BttSZ12 賃 永 留   (新 1697 230
846 BttSZ12 賢 (新 1697 222 222 013 072 225
847 BttSZ 1永通買 (新 1697 052 232
848 BttSZ 寛永通賓 (新 234 012
849 BttSZ 寛永通賢 (新

850 BttSZ 寛永通賓 (新 220
BttSZ12 寛永通費 (新 1697 226
BttSZ12 寛永通賓 (新 1697 232 232

853 BttS212 寛永通賓 (新 1697 060 280
1854 BttSZ121 寛永通賓 (新 1697 060
1855 BttSZ121 寛永通賓 (新 213 098 068 127
1856 BttSZ121 寛永通奮 (新 216 069
1857 BttSZ121 寛永通奮 (蒙 220 069

BttSZ12ユ 貨永通密 (新 066 220
BttSZ121 寛永通賓 (新 1697 221 223 065

1860 B ttS2121 寛永通賓 (新 ) 1697 218 055
1861 BttSZ121 寛永通賓 (新 ) 1697 230 069 226
1862 BttSZ121 寛永通賓 (新 ) (224) (224) 060

BttSZ121 寛永通賓 (新 ) 1697 236 059 290
BttSZ12ユ 寛永通賓 (新 ) 1697 (232) 232 060 273
BttSZ121 寛永通賓 1636 240 230 060
BEttSZ122 寛永通賞 (古 ) 1636 246 246

1867 BEESZ122 寛永通賓 (古 ) 1636

B優至SZ 寛永 賓 (古

BttS2 管 耗 密 rJ= 247 011 056
1870 BttSZ122 費永 ; 雷 (古 1636 248 247 055
1871 BttSZ 賓 赤 寄 (古 1636 057
1872 BttSZ 寛永 買 (古 1636 056
873 BttSZ 寛永通賓 (古 ) 1636 052
874 BttSZ 寛永通賓 (古 1636 359

BttSZ 寛永通費 (古 686 233
BttSZ 寛永通賓 (古 636 055
BttSZ 寛永通資 (古 244 057
BttSZ 寛永通賓 (古

BttSZ 寛永通賓 (古 ) 1636 244 053
BttSZ 寛永通賓 (古 ) 251 063
BttSZ 寛永通密 246 057 368
BttSZ122 貧 永 1636 24 347

1883 B ttSZ122 賓 永 (せ了) 1636 012 058
1884 BttSZ122 寛永通質 (古 ) 1636 247
1885 BttSZ122 寛永通買 (古 ) 250 250 012

BEttS2122 寛永通賓 (古 ) 249 249 055 389
1887 BEESZ122 寛永通費 (古 ) 244 053 374
1888 BEttSZ122 寛永通賓 (文 ) 252 012 059 300
1889 BttS2122 寛永通費 (文 ) 1668 252 252 057 374
1890 BttSZ122 不 明 不 明 (220) 099 070 177

欠呑

1892 欠番

1893 久番

1894 欠番

1895 欠 番

1896 欠 沓

1897 欠沓

1898 欠呑

1899 欠香

1900 欠香

1901 B区墓地ED8表土 元豊通費 北 宋 銭  行書 1078 273
B区喜地ID71割 詈 不 明 不明 238 239
B区墓地ID72表 採 寛永通賓 (新 ) 239 238 284
B区墓地ⅡDi2表採 寛永通費 (新 ) 228 055 244

1905 BE墓地ID72表 採 寛永通買 (新 ) 1697 222 152
1906 B低豪地IDi晩乱 不 明 不 明 拓本 な し
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遺物観察表 銭貨 (26)

掲載
No

出土地点 銭貨名 その他 初鋳年
て

ｍ，

た

ぐｃ

こ

ｍ＞

よ

く
ｃ

厚 さ
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穿 径

(cm)
襲
①

備  考

1907 B区墓地ⅡD72撹 乱 昇J〒 ) 1697 (232)

1908 B区墓地ID4 2層 克永 漸 1697 226 225

1909 BE墓地EDV 寛永通買 (古 055

B区墓地ⅡD822層 永梁通賢 明 銭 1408 249 250 055 226

寛永通賓 (新 ) 1697 229 014 063 248

1912 B区室地ID秘 割冒 寛永通賓 (新 ) 1697 236 235 060 264

1913 B区墓地ID能 3層 寛永通賓 (首 246

8区墓地ⅡDV3層 寛永通費 (新 ) 1697 228 228 01〕 062 235

B区墓地ⅡD842層 文久永賓 真 文 1863 263 263 008

1916 B[喜 地ID842層 不 明 不 (162Ⅲ (229〕

B[募 地ID922層 冶平元賓 真 書 238 239 012 063 280

1918 寛永通費 (古 ) 287 009 055

1919 酬 覧永通賓 (古 ) 1 054

1920 B区曇地 賃永通宙 (古 |
240 052

1921 BE墓地 官泉通奮 (古 ) 239 011 054

1922 B区暮地 D932層 洪武通賓 明銭 236

B区墓地 D晰 2層 不 明 不 明 007

1924 B区墓地ⅢD043層 半銭 昭和十三年 1938 (186)

B区墓地IIDИ 表と 蝋寧元質 1068 (2 3Cll (184) 068

926 BE墓 地表土 寛永通賓 (古 1636 239 052

927 B区墓地表土 寛永通賓 (古 1636 247 280

928 B区壊地表土 寛永通費 (古 1686 247

B[墓地表土 寛永通費 (古 238 238 305

B区墓地表土 寛永通賓 (古 ) 242 013 055 355

B区墓地表土 貧永通費 (古 ) 1636 243 242 358

BE墓地表土 冶平元費 象書 1064 272

933 B[雲 地表土 貧永通奮 (古 1636 246 013 055 390

934 宙永通奮 (古 ) 240 306

賢永 員畜 (古 |
247 012 387

936 B区墓地表土 一銭 明治十三年 1880 280 015 633

寛永通質 (古 ) 1636 058

寛永通賓 (古 ) 1636 237 290

939 D区雲地表と 寛永通賓 (古 ) 1636 229 228

1940 DttSD102 寛永通費 (古 ) 1636

1941 DttSD06 寛永通賓 (新 ) 1697 232

1942 DttSD07 熙寧元賓 北宋銭  祭書 1068 069 303

1943 DttSD07 熙寧元賓 北宋銭  真書 239 059 364

[944 DttSD07 〒 害 桶 省 北宋銭  行書 1078 236 236 054

t945 DttSD07 〒 善 桶 密 北宋銭  行書 1078 242 059 295

946 DttSD07 紹聖元甕 北宋銭 行書 折二銭 244 066

947 DttSD07 永柴通賓 明銭 1408 053

M8 DttSD07 永柴通賓 明銭 1408 247

949 欠香

欠番

BttSZ13 寛永通宝 (新 ) 1697 236 237

BttSZ13 寛永通宝 (文 ) 1668 253 059

BttSZ17 寛永通宝 ( 1668 259 255

BttSZ17 寛永通宝 (古 258 255

955 B ttSZ17 覧永通宝 (新 1697

BttSZ36 貧永通宝 ( 1668 253 252 060

1957 BttSZ36 永築通密 明銭 1408 232

1958 B[至 SZ36 費永通宝 (七 1636 259 248

1959 B[こ SZ36 克永通宝 (告 255 055

1960 B優至SZ36 寛永通宝 (首 243 056

B厄至SZ36 寛永通宝 (古 636 248 052

1962 BttS27 寛永通宝 (攻 668 252 060

1963 BttSZ7 寛永通宝 (女 668 252 (201)

1964 BttS27 寛永通宝 ( 636 254 017 062

1965 BttSZ7 寛永通宝 (新 ) 230 064

1966 BttSZ89 寛永通宝 (古 ) 636 245 057

BttSZ100 不 明 不 明 (216) 049

1968 BttSZ100 賓永通宝 (新 ) 1697 (210) (227)

1969 BttS2100 不 明 不 明 (183)

BttSZ100 寛永通宝 (新 ) 1697 222 222 065

BttSZ100 寛永通宝 (新 ) 破損

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 煙管 (1)

掲載陥 出土地点 種別 材質 肇
＜ｃｍｊ

小 日径

(cm)

火 皿径

(cm)

重量

(g)

応

口

対
吸

態
類

形
分 備  考

2001 BttSZ57 煙管完形 230
139

(036)
Va

延べ煙管。羅宇薄い金属製で

漆塗り、唐車 P模様あり

2002 DttSZ25 煙管完形
158

(039)
Ⅲ d 2328,25481こ 4↓虎g

〕Э03 02D区 ⅣE78 1層 煙管完形 銅 132 0紹Э 特殊
刀豆 (な たまめ)型 :江戸後期
火皿無し

欠番

2005 欠番

2006 BttSZl 煙管雁首 40 2151 Ia 肩部8角 形

2007 BttS23 煙管雁盲 2158 Ⅲ d
2008 B ttSZ4 煙管雁盲 2154 Ⅲ a

21109 BttSZ5 煙管雁盲 2155 Ⅲ c

2010 B厄至SZ6 煙管雁首 飼 085 2156 Ⅳ b
BEttSZ6 煙管雁首 銅 火皿のみ

2012 B厖至SZ7 煙管雁首 銅 2157 Ⅲ c

2013 BDttSZ8 煙管雁首 180 2158 Vc 肩部 に線刻

2014 BttSZ10 煙管雁首 2160 Ⅲ a

2015 BttSZll 煙管雁首 084 144 2161 Ⅳ b
BttSZ14 煙管雁首 091 2162 Ⅲb

2017 BttSZ18 煙管雁首 103 2164 Ⅵa～Ⅵb 肩部 に繰 多‖

BttSZ19 盲 飼 40 2165 Va
B[こSZ21 煙管雁盲 鋼 102 2166 Vb

2020 B ttSZ22 煙管雁盲 2167 Vd 肩言Бに線亥」

2021 B厖至SZ22 煙管雁盲 127 Vb
2022 B垣至SZ23 煙管雁盲 (091 2169 Ⅲ d
2023 B優【SZ24 煙管雁首 飼 087 2170 Ⅲ b

B優こSZ25 煙管雁首 飼 (102 2171
2025 BttSZ27 煙管雁首 飼 55 2172 Ⅳ b
2026 BttSZ3Э 煙管雁首 1 67 2173 Ⅳ b 火皿内部に炭化物

2027 BttSZ31 煙管雁首 06 Ⅵ b
20絡 BttSZ32 煙管雁首 (092 73 2174 Ⅳ a

2029 BttSZ37 煙管雁首 銅 2175 Ⅲ b
2030 BttSZ39 煙管雁首 銅 080 2176 Ⅳ b

BttSZ42 盲 銅 2178 Ⅵ a
2032 BttSZ43 E盲 銅 2179

2038 BttS244 煙管雁盲 080 138 2180 Va
2034 BttSZ47 煙管雁盲 (1021

2035 BttSZ49 煙管雁盲 銅 087 皿 c

2036 BttSZ50 煙管雁首 鋼 2182 Ⅳ a
2037 BttSZ52 煙管雁首 銅 48 2183 Ⅳ a

2038 BttSZ56 煙管雁首 銅 2E 2184 Ⅲ d
2039 BttSZ59 煙管雁首 Vb
2040 BttSZ60 煙管雁首 083 Ve
2041 BttSZ61 煙管雁首 2188 Ⅳ a

2042 BttS262 煙管雁首 銅 080 2189 Ve
2043 BttSZ62 煙 管 雁 盲 銅 40 2190 Ve
2044 BttSZ66 煙管雁盲 鋼 57 2191 Ⅲ a

2045 煙管雁盲 34 Ⅵ a

2046 煙管雁盲 090 ″ 57 2193? Vc
2047 B優至SZ71 煙管雁首 鋼 083 Ⅳ a

2048 B優至Sτ 73 煙管雁首 銅 097 2194 IVa
2049 BttSZ75 煙管雁首 銅 111 2195 Vb～ Vc

B優こSZ76 煙管雁首 Va～ Vb
2051 B優至SZ79 煙管雁首 099 2196 Vb

B透こSZ81 煙管雁首 銅 095 2198 Ve
BDこSZ81 煙管雁首 銅 104 2197 Ve～ Ⅵa

2054 B匝至SZ82 煙管雁盲 (096 146 Ⅲ d
蓼Э55 BttSZ83 煙管雁盲 146
2056 BttS283 煙管雁盲 火皿なし
2057 BttSZ88 煙管雁盲 Vd
2058 B優こSZ89 煙管雁首 銅 20 2201 Ⅲ c

2059 BttSZ90 煙管雁首 銅 1 2202 Ⅲ d

2060 BttSZ91 煙管雁首 銅 2203 Ve
2061 BttSZ92 煙管雁首 27 Ve
2062 BttSZ92 煙管雁首 080 15 Va

BCttSZ96 煙省雁首 105 Vb
BttSZ97 煙管雁首 銅 138 Ib～ Ic 肩部に三つ葉槙様
BttSZ98 煙管雁盲 49 090 205 2206 Vb

2066 BttSZlllCl 煙管雁盲 078 肛 a

2067 BttSZ102 煙管雁盲 銅 080 2208 Ve
2068 BttSZ107 煙管雁首 銅 Vb～ V
2069 BttS2109 煙管雁首 銅 097 2210 Ⅲb～ Ⅲ
2070 BttSZ110 煙管雁首 115 46 221ユ Ⅵ

2071 BttSZl10 煙管雁首 095 2212 Ⅵ

2072 BttSZl10 煙管雁首 銅 130 2213 Ⅵ

2073 BttSZl10 煙管雁首 銅 095 155 Ⅳ
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遺物観察表 煙管 (2)

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

掲載NO 出土地点 種 別 材質 欝
ぐｃｍ＞

小 日径

(cm)

火 皿 径

(cm)

重量

(宣 )

対応

(吸口)

形態
分類

備  考

2074 BttSZ■ 3 煙管雁首 Ⅳ

2075 BttSZl14 煙管雁首 085 Ⅳ

2076 BttSZl14 煙管雁首 銅 (680 080 Ⅳ

2077 BttSZl15 煙管雁首 銅 375 80 2218 Ⅳ

2078 BttSZ120 煙管雁首 銅 085 2219 V

2079 BttSZ121 盲 65 2220 Ⅳ

2080 BttSZ122 煙管雁盲 455 80 2221 Ⅱ

2081 DttSZl 煙管雁盲 銅 33 2222

DttSZ2 煙管雁首 銅 087 40 Vc

2083 DttSZ6 煙管雁盲 097 08 Ⅵ b

2084 DttSZ7 煙管雁盲 (087 2225 Ve

2085 D ttSZ8 煙管雁首 2226 Vも

2086 DttSE13 煙管雁首 飼 2228 Ⅵ b

2087 DttSZ13 煙管雁首 Ⅵ b

2088 DttSZ13 煙管雁首 05 2229 Ⅵ b

2089 DttS215 煙管雁首 091 54 Ma

2090 DttSZ15 煙警雁首 銅 094 2230 Ⅵ a

2091 DttSZ16 煙管雁首 銅 086 54 2231 Ⅲ c

2092 DttSZ18 煙管雁首 銅 094 2232

2093 DttSZ21 煙管雁首 (095 69 2234 Ⅲ a

2094 DttSZ21 煙管雁盲 密

2095 DttSZ24 煙管雁盲 銅 2235 Ⅳ a

,396 DttSZ25 煙管雁盲 銅 156 2236 Ⅳ b

2097 DttSZ26 煙管雁盲 2237 Ⅲ c

2098 SZ27 煙管雁首 2238 Va

2099 SZ28 煙管雁首 2240 Ⅵ b

2100 DttSZ29 煙管雁首 銅 (73 142 2麗 Ⅲ a

DttSZ29 煙管雁首 銅 (55 (072 2241 Ⅲ b

2102 DttS230 煙管雁首 083 144 Ⅲ d

2103 DttSZ33 煙管雁首 085 2245 Ⅲ a

2104 DttSZ34 煙管雁首 094 Ⅵ b

2105 D[至SZ34 煙管雁首 銅 099 58 2246 Vb

2106 DttSZ36 煙管雁盲 銅 102 60 2248 Ⅲ d

2107 DttSZ38 煙管雁盲 銅 2251 Ⅳ a

2108 DttSZ38 煙管雁盲 銅 2250 Ⅳ a

DttS239 煙管雁首 2252 Ⅳ b

2110 DttSZ41 煙管雁首 飼 2253 Ⅵa～ Ⅵも

2111 DttSZ43 煙管雁首 飼 2254 Ib～ Ic

2112 DⅨSZ43 煙管雁首 銅 2255 Ve～ Ⅵa 肩部 に夢J線

2113 D FSZ45 煙管雁首 2256 Ⅳ a

2114 DttS246 煙管雁首 (099 2257 Ⅲ c

2115 DttSZ47 煙管雁首 銅 100 227ユ

2116 DttSZ47 煙管雁首 飼 (116 2258 Va

2117 DttSZ49 手雁 盲 銅 2260 Ve

2118 DttSZ50 煙管雁盲 56 2261

2119 DttSZ51 煙管雁盲 082 88 2262 Vc

2120 DttSZ57 煙管雁盲

DttSZ58 煙管雁盲 銅 089 2267 ■a～ Ib
2122 DttSZ59 煙管雁盲 飼 089 2268 Va

2123 DttS261 煙管雁盲 銅 2269 Ⅲ a

2124 DttSZ62 煙管雁首 も Ⅳ b

2125 D ttSZ64 煙管雁首 089 2270 Ⅳ a

2126 DttSZ66 煙管雁首 肩部 に象刻模様

2127 DttSZ66 煙 管 雁 百 銅 095 176

2128 DttSZ50 煙管雁百 銅 (103 肩部 に察刻模様

2129 DttSZ71 煙管雁盲 銅 087 孔46 狂 d

2130 DttSZ78 煙管雁百 銅 168 2273 Ic

2131 DttSZ82 煙管雁盲 091 2274 Vb

2132 DttS282 煙管雁首 085 2275 Vc

2133 DttSZ83 煙管雁首 銅 094 2276 Vc

2134 DttS284 煙管雁首 銅 2277 Vd

2135 DttSZ85 煙管雁首 銅 057 2278 Ⅳ b

2136 DttSZ86 煙管雁首 銅 (086 2279 Va

2137 DttS287 煙管雁首 085 Vd

2138 DttSZ88 煙管雁首 2281 Vc

2139 DttSZ91 煙管雁百 2282 Vc

2140 DttSZ92 煙管雁盲 銅 2283 Ⅵ a

2141 DttSZ93 煙管雁盲 銅 2284 Ve

2142 DttS2101 煙管雁盲 093 2272 Vb

2148 B区墓地 Ⅱ D82 3層 煙管雁首 銅 1085 Ⅳ a

2144 C区 ⅢE99検 出面 煙管雁首 飼 鉄 138 Vも
`ま

後、打旨返 しは銅

2145 01CttSD03埋土 煙管雁首 179 157 17 丈皿 のみ

2146 01CttSK18埋 土 煙管雁首 火皿 な し

2147 D区ⅢF23攪乱 煙管雁首 銅 685 150

2148 欠香 欠 杏

2149 欠香 欠 沓
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遺物観察表 煙管 (3)

掲載Xlo 出土地声 種房け 材質
長 さ

(cm)

小 日径

(cm)

火 皿径

(cm)

重量

(質 )

対応

(雁 首 )

形態

分類
備  考

欠番

BttSZユ 煙 管 吸 口 092 2006
2152 BttSZ2 煙 管 吸 回 098 A
2153 BttSZ3 口 銅 (41 098 (047 Ⅲ d
2154 BttS24 口 鋼 096 049 皿 a
2155 BttSZ5 煙 吸 ロ 092 049 2009 肛 c

2156 BttSZ6 煙管吸 ロ 084 043 Ⅳ b
2157 BttSZ7 綽 管 吸 回 2012 皿 c

2158 BttSZ8 煙管吸 口 045 2013 Vc 肩部 に線刻
2159 BttSZ8 煙管吸 口 銅 (47 (022 B

BttSZ10 煙管吸 口 銅 050 Ⅲ a
2161 BttS211 煙管吸 口 銅 Ⅳ b
2162 BttSZ14 煙管吸 口 058 Ⅲ b
2163 BttSZ15 煙管吸 口 053 A
2164 BttS218 煙管吸 口 070 2017 Ⅵa～Ⅵb
2165 BttSZ19 煙管吸 口 (036 2018 Va
2166 BttSZ21 煙 管 吸 口 銅 101 096 2019 Vb

BttSZ22 煙 寄吸 口 銅 2020 Vd 肩部 に線刻
B[三SZ22 匝管 吸 ロ (126 2021 Vb

2169 B[こSZ23 煙 管 吸 国 (041 2022 皿 d
2170 B[こS224 煙管吸 口 (121 (056 2023 Ⅲ b
2171 B厖至SZ25 煙管吸 国 銅 (101 (0381 2024
2172 B厖至SZ27 煙管吸口 銅 042 Ⅳ a

2173 BDttSZ30 煙管吸 ロ 11 2026 Ⅳ b 吸 い 口径 049 022
2174 BttSZ32 煙管吸 日 044 2028 Ⅳ a

BttSZ37 煙管吸 □ 102 2029 Ⅲb
2176 BttSZ39 煙管吸 口 銅 087 058 2030 Ⅳ b
2177 BttS242 煙管吸 口 109 I
2178 BttSZ42 煙 管吸 ロ (62) (033 2031 Ⅵ a

2179 BttSZ43 煙管吸 国 2032
2180 B[至S244 口 銅 2033 Va
2181 BttSZ49 煙 口 飼 044 2035 Ⅲ c

2182 BttSZ50 煙管吸 口 銅 2036 Ⅳ a

2183 BttS252 煙管吸 口 092 2037 Ⅳ a
2184 BttSZ56 煙管吸 口 104 2038 皿 d
2185 BttSZ58 煙管吸 口 釦 090 (047 A
2186 BttSZ59 煙管吸 口 飼 2039 Vb
2187 BttSZ60 煙管吸 口 086 (041 2040 Ve
2188 B[至SZ61 煙管吸口 086 2041 Ⅳ a

2189 B厄至S262 煙管吸 ロ 087 34 2042 Ve
2190 B厄三S262 煙管吸 国 霊同 099 (OT 2043 Ve
2191 BttSZ66 煙管 吸 回 飼 (072 2044 Ⅲ a

2192 BttSZ68 煙 口 (74 2045 Ⅵ a

B[至SZ69 煙 口 096 2046 Vc
8[至SZ73 煙 管吸 回 095 2048 Ⅳ a

2195 B優至S275 煙 管 吸 □ 銅 109 (051 2049 Vb～ Vc
2196 BttSZ79 煙 管 ll■ □ 飼 17 2051 Vb
2197 BttSZ81 煙管吸 口 (055 2053 Ve～Ⅵa
2198 B[至 SZ81 煙管吸口 (048 Ve
2199 B[至SZ82 煙管吸 口 銅 099 (037 2054 皿 d

BttSZ88 煙管吸 口 銅 2057 Vd
2201 BttSZ89 煙管吸 口 117 2058 Ⅲ c

2202 BttSZ90 煙管吸口 055 2059 Ⅲ d
2203 BttSZ91 煙管吸 口 044 2060 V 肩部断面 6角形 線亥J

2204 BttSZ92 !Eヨ 銅 090 V
2205 BttSZ92 煙 砲口 089 066 2062 V
2206 BttSE98 煙管吸 口 088 (046 2065 Vb
2207 BttSZ101 煙管吸口 銅 A
2208 BttSZ102 煙管吸 口 銅 032 2067 V
2209 BttSZ107 煙管吸 国 Vb～ Vc
2210 BttSZ109 煙管吸 口 4 102 2069 Ⅲb～ Ⅲc

2211 BttSZ 煙管吸口 銅 080 2070 Ⅵ

2212 BttSZ 煙管吸口 銅 095 035 2071 Ⅵ

2213 BttSZ 煙管吸 口 120 075 2072 Ⅵ

2214 BttSZ 腫管吸 口 060 4 A
2215 BttSZ110 陣 口 銅 (575 A
2216 BttSZ 1 睡管吸ロ 銅 095 I
2217 BttSZ 睡管吸回 085 A
2218 SZl15 睡管吸 国 130 2077 Ⅳ

2219 SZ120 睡管吸 口 040 V
2220 BttS2121 睡管吸口 銅 120 060 Ⅳ

2221 BttSZ122 璽管吸口 425 2080 B

2222 DttSZl 唾管吸 口 (57 095 (042) 2081 A
2223 DttSZl 唾管吸 口 銅 107
2224 DttSZ3 璽管吸口 銅 044 A
2225 DttSZ7 堕管吸ロ 044 2084 Ve
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遺物観察表 煙管 (4)

掲載 llo 出土地点 fH号」 材 質
さ

ｍ
＞

長

く
ｃ

小 口径

(cm)

火 皿 径

(cm)
菫
①

対応

(屋 首 )

形態

分類
備 考

2226 DttSZ8 煙管吸 口 Vb

2227 D厄こSZ9 煙管吸 口 100 A

2228 DttSZ13 煙管吸 ロ 094 2086 Ⅵ b

2229 DttSZ13 煙管吸 ロ 銅 102 079 2088 Ⅵ b

2230 D ttSZ15 煙管吸 口 銅 (066 2090 Ⅵ a

2231 D ttSZ16 煙管吸 国 2091 皿 c

2232 DttSZ18 煙管吸 口 2092

2233 DttSZ20 煙管吸 ロ Ⅵ b

2234 DttSZ21 煙 管 吸 ロ 銅 ma

2235 DttSZ24 煙 管 吸 口 2095 Ⅳ a

2236 DttSZ25 煙 管 吸 国 055 2096 Ⅳ b

2237 DttSZ26 煙 管 吸 口 (59 05 049 2097 皿 c

2238 DttS227 煙 管吸 ロ 060 2098 A

2239 DttSZ27 揮 管 吸 口 鋼 (71 (102 Va

2240 DttSZ28 煙管吸 口 銅 095 2099 Ⅵ b

2241 DttS229 煙管吸 口 099 2101 Ⅲ b

2242 DttSZ29 煙管吸 ロ 1 1097 2100 Ⅲ a

2248 DttSZ30 煙管「/1ロ 44 039 2102 Ⅲ d

2244 DttSZ31 煙管吸 口 銅 (57 (055 A

2245 DttSZ33 煙管吸 口 085 2103 Ⅲ a

2246 DttSZ34 煙管吸 口 2105 Vb

2247 DttSZ35 煙管吸 ロ 57 A

2248 DttSZ36 煙管吸 口 042 (099 2106 Ⅲ d

2249 DttSZ38 煙管吸 口 099 A

2250 DttSZ38 煙管吸 口 銅 (041 Ⅳ a

2251 DttSZ38 煙管吸口 銅 2107 Ⅳ a

2252 DttSZ39 煙管吸 ロ 2109 Ⅳ b

2253 DttSZ41 煙 管 TIIロ Ⅵa～Ⅵb

2254 DttSZ43 煙管吸 口 094 1 Ib～ Ic 肩部 に

2255 DttSZ43 煙管吸 口 鋼 104 2 Ve～ Ⅵa 肩部 に

2256 D EXISZ45 煙管吸 口 銅 044 Ⅳ a

2257 DttSZ46 煙管吸 口 4 Ic

2258 DttSZ47 煙管吸 ロ 14 71 Va

2259 D優ⅡSZ48 煙管吸 口 A

2260 DttSZ49 建會 吸 口 鋼 (036 2117

2261 DttSZ50 煙管 吸 口 銅 (036 2118

2262 DttSZ51 煙 管 吸 口 銅 082 046 2119 Vc

2263 DttS251 煙 管 吸 日 080 (039

DttSZ52 煙 管 吸 口 A

2265 DttSZ55 煙管吸 口 Ⅵ

2266 DttSZ57 煙管吸 口 銅 105 2120

2267 DttSZ58 煙管吸 口 銅 2121 Ⅱa～ Ib
2268 DttSZ59 煙管吸 ロ 銅 096 046 2122 Va

D ttSZ61 煙管吸 ロ 106 (054 2123 Ⅲ a

2270 DttSZ64 煙管吸 口 2125 Ⅳ a

2271 DttSZ75 煙管吸 口 0型 2115 Vも

2272 DttSZ78 煙 會 吸 口 2142 Ⅲ c

2273 DttSZ78 煙管吸 口 銅 2130

2274 DttSZ82 煙 管 吸 ロ 銅 (0箭 022 2131

2275 DttSZ82 日 035 2132 Vc

2276 DttSZ83 煙管吸ロ (027 2183 Vc

2277 DttSZ馴 畑 管 吸 口 2134 Vd

2278 D[三S285 種 管 吸 口 070 036 2135 Ⅳ b

2279 DttSZ86 煙管吸 口 086 032 2136 Va

2280 至SZ87 煙管吸 口 銅 ( 083 2137 Vd

2281 3Z88 煙管吸ロ 099 (055 2138 Vc

2282 DttSZ91 煙管吸口 069 2139 Vc

2283 DttSZ92 煙管吸 口 74 2140 Ⅵ a

2284 DttS293 煙管 吸 口 092 048 2141 Ve

B区墓地 I D82 3層 煙管 吸 口 (039 A

B区墓地 I D83攪乱 煙 管 吸 口 銅 A

2287 B区墓地 I D94 2層 煙管吸 ロ 銅 (〕 073 A

2288 B区墓地表土 煙管吸 口

2289 01SK20埋 土 煙管吸 口 (3781 A

2290 C区 ⅢF62 1層 煙管吸 口 A

DttP51埋土 煙管吸 口 A

2292 E区西側 煙管吸 口 10 050 A

2293 欠番

2294 欠番

2295 欠否

2296 BttSK12 揮管不 甥 銅 (069

2297 DttSZ93 煙管不明

H 検出遺構 と出土遺物
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)
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地
点
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別

材
質

麟 ぐ ｃ
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幅 ｃ
ｍ

鏡
面

積
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m2
)

襲 ∩
文

様
銘

備
 

考

Bt
tS
Z3

円
形
鏡

鋼
蓬

来
図

室
町
～
安
土
桃

山
時
代

23
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tS
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形
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銅
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5
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来

図
江

戸
時

代
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形

鏡
銅
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4

菊
 
桐
紋
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図
江

戸
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期

23
04
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tS
Z弔

円
形

鏡
銅
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77
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双
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～

安
土
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時
代
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江
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代
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来
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明
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tS
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9

円
形

鏡
銅
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4
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23

蓬
来

図
江

戸
時

代

23
08

Dt
tS
Z2
5

円
形

鏡
蓬

来
図

室
町

～
安

土
桃

山
時

代

23
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Dt
tS
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3

円
形

鏡
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室

町
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安
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代

Dt
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円
形
鏡
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2
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桔
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散
し
双
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図

室
町
～
安
土
桃

山
時
代
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tS
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柄
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4
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2

不
明

天
下

一
藤

原
作

Bt
tS
Z9
7出

上
の
柄

と
接
合

23
12

Bt
tS
Z8

柄
鏡

坊
9

不
明

□
□
麻
千
守
家
重

穿
孔

あ
り

(1
つ

)

23
13

Bt
tS
Z2
8

柄
鏡
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7

撫
子

と
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図
勝

山
藤

原
正
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14
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期

23
15
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光
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き
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柄
鏡
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3

富
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山
図

天
下
一
藤
原
作

江
戸

前
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鏡
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塵
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り
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人
見

重
次

作
江
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代
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鏡

銅
ユ
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2
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物

図
藤

原
光

永
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Bt
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鏡

銅
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3

な
し
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重
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0
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鏡
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家
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0
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物

図
藤

原
光

永

23
28
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Z2

5
柄

鏡
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2

梅
樹

図
藤

原
次

重
20
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 2
54
8に

付
着

23
29

Dt
tS
Z3

4
柄

鏡
52
7

牡
丹

図
藤
原
光
家

江
戸

時
代

Dt
tS
Z4
3

柄
鏡
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8

45
3

桔
梗
紋

図
藤
原
光
永

江
戸

中
期

23
31

Dt
tS
Z4

9
柄

鏡
10
4

14
10

植
物

図
藤
原
光
政

柄
に

竹
巻

き
23
32

Dt
tS
Z7

5
柄

鏡
流
水
双
傷

図
勝

山
藤

原
正

歳
江
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時

代
23
33
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4
柄

鏡
銅

南
天
樹

図
藤

原
光

永
江
戸
時
代
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鏡

銅
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3

南
天
樹

図
勝

山
藤

原
正

歳
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戸
時

代
Dt
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6

柄
鏡
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作
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代
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36
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鏡
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遺物観察表 金属製品 (刊 )

掲載
a10

出土地点 種別 材 質 欝
でｃｍぅ

幅

ｃｍ
酪
＜ｃｍ，

重 量

(宮 )

備  考

2401 BttSZl 刀 子 鉄 15 刃～柄 部

2402 BttSZ2 刀 子 鉄 柄 に木質が付着。刃～柄部

2403 B ttSZ4 /1ヽ 柄 鉄 鋼 17 装飾 あ り。柄部

2404 B ttS26 刃 物 鉄

2405 BttSZl /Jヽ 柄 鉄 鋼 220
2406 BttSZ15 刀子 鉄 (130) 2407と 同一 ?

2407 BttSZ15 刀子 木 2406と 同一 ?

2408 BttSZ23 小 柄 鉄  銅 (83)

2409 BttSZ25 刀子 鉄 (194) 刃 部

2410 BttSZ26 刃物 鉄 223 木質のみ。

BttSZ27 刃物 鉄

2412 BttSZ31 刃物 鉄

2413 BttSZ33 刀 子 鉄 173 刃 部

2414 BttSZ37 刀 子 鉄 刃 部

2415 BttSZ48 刀 子 鉄 (154) 刃～柄部

2416 BttSZ48 刀 子 鉄 柄 部

2417 BttS248 刀 子 鉄 (65) 柄 部

2418 BttSZ56 小柄 鉄 銅 212 価 言Б

2419 BttSZ61 小柄 鉄 鋼 柄 部

2420 BttSZ62 刃物 鉄 24 ナイフ ?

2421 BttSZ66 刃物 鉄 木質が付 着。

2422 BttSZ74 小 柄 (103) 2545 2649に 付着 して出土。

2423 BttSZ77 包 丁 鉄

2424 BttSZ82 刀 子 鉄 刃～柄部

2425 BttSZ88 刃 物 9 柄 に本質が付着 e

BttSZ99 刀 子 8 刃部

2427 BttSZl19 刀 子 鉄 (182) 5

2428 BttSZ122 句ヽ柄 (196) 5

2429 D ttSZl 刀 子 鉄 206 4

2430 DttSZ3 砲 丁 鉄 (173) 788
2431 DttSZ3 鈍 ? 鉄

2432 DttSZ9 刃物 鉄 (108) 漆あり。2433と 同一 ?

%33 DttSZ9 刃物 鉄 柄 に皮  糸が付着。2432と 同一 P

2434 DttSZ18 小 柄 鉄 鋼 (193)

2435 DttSZ23 刃 物 鉄 158) 11 2436と 同一 P

DttSZ23 刃 物 鉄 %35と 同一 ?

2437 DttSZ25 ガヽ刀 鉄 (330) 1959 2438と 溶着。分離不可

DttSZ25 /1ヽ 柄 2437と 溶着。分離不可

DttSZ30 砲 丁 鉄 (171)

2440 DttSZ35 小柄 鉄 鋼 (162)

2441 DttSZ35 刃 物 鉄 柄 に木質が付 着。

2442 D ttS239 砲 丁 鉄 (170) 533 柄 に木 質がイ寸着。2443と 同一

2448 DttSZ39 刃物 鉄 (101 2442と 同一
2444 DttSZ43 刃物 鉄 柄 の みる 鞘 ?

DttSZ49 刀子 鉄 7 ナイフ ?

2446 DttSZ51 小柄 鉄 導同 15 236
2447 DttSZ51 小柄 鉄 鋼 破 損

2448 DttSZ57 小刀 鉄 (324Ⅲ 1307 柄 に皮 本質あ り。保存処理

2449 欠番

DttSZ61 刃物 鉄 2447と 同一―?

2451 DttSZ63 刀 子 鉄 (109) 117
2452 DttSZ66 鉄 (212) 437
2453 D ttSZ66 鉄 (181) 06 237
2454 DttS270 鉄 銅

DttSZ76 刀 子 鉄

2456 DttSZ78 刃物 鉄 (122) 122 柄 に木質が付 着。

2457 DttSZ82 布裁刀 鉄 1 柄 は未 製

DttSZ86 刃 物 鉄 柄 に木 質が付着。

C区ⅣD07 Ⅳ層 刀 子 鉄 (189Ⅲ 456
01BttSXl埋 土 免 ? 鉄

-314-



遺物観察表 金属製品 (2)

掲載
No

出土地点 種 別 材 質

さ

ｍ
，

長

くｃ

厚さ
(cm)

重量

(宣 )

備  考

2471 BttSZ2 刃 4P/J? 鉄 (77) 斃 72と 同一 ?

2472 BttSZ2 刃物 ? 鉄 2471と IHl一

2473 BttS26 刃物 鉄 (177)

2474 BttSZ8 刃物 鉄

2475 BttSZ37 刃物 鉄

2476 BttSZ57 刃物 鉄 (212) 219

2477 BttS261 刃物 鉄 (106) 本質が付着。

2478 BttSZ101 刃物 鉄 木質が付着。

2479 BttSZ■ 0 刃物 鉄 (174) 286

2480 BttSZl10 刃物 鉄 (176) 229

D厄こSZ6 刃物 鉄 (100)

2482 DttSZ15 刃 4 鉄

DttSZ24 刃 4 鉄 (143)

2484 DttSZ28 刃 4 鉄 (173)

2485 DttSZ41 刃物 鉄 17 2486と 同一イ固休 ?

2486 DttSZ41 刃物 鉄 17 2485と 同一一イ固イヽ P

2487 DttSZ43 刃物 P 鉄 142) 布が付着。2488と 同一個体 ?

2488 DttSZ100 刃物 (57) 2487と 同 -1団体 ?

DttS388 刃物 布が付着。

DttSτ93 刃物 鉄 (105Ⅲ

DttSZ93 刃物 鉄 (139)

2492 B厄こSZ37 刃物 鉄 2475と 同一個体 ?

2493 欠香

2494 欠番

欠番

2496 欠番

2497 欠番

2498 欠番

2499 欠番

2500 k番
2501 BEttSZ2 和 鋏 鉄 (86)

欠番

2503 B厄至SZ8 和 鋏 鉄 229

2504 B厖至SZll 和 鋏 鉄 285

BttSZ16 和鋏 鉄 07 鉄銭が付 着。

2506 BttSZ17 和鋏 鉄

2507 BttSZ28 鉄 (104)

BttSZ57 鉄

2509 B[至SZ69 鉄 620

2510 BttSZ72 和鋏 鉄 刃先 の み

2511 BttS273 和鋏 鉄 423

2512 BttSZ78 和鋏 鉄

2513 B ttSZ81 和鋏 3

2514 SZ84 和鋏 9 136 259

2515 BttSZl10 和鋏 鉄 (142)

2516 BttSZl15 和鋏 鉄 (131)

2517 BttSZl18 和鋏 鉄 (142)

2518 DttSZ4 和 鋏 鉄 (63) 刃先のみ

2519 DttSZ5 鉄 持ち手のみ

2520 DttS213 鉄

2521 DttSZ15 和 鋏 鉄

2522 DttSZ18 和鋏 鉄

2523 DttSZ34 和 鋏 鉄 350

2524 DttSZ38 和鋏 鉄 276

2525 DttSZ39 和 鋏 欽 (1291

2526 DttSZ47 和 鋏 鉄 488

2527 DttSZ49 和 鋏 鉄

2528 DttSZ52 和鋏 鉄 刃先 のみ

2529 DttSZ61 和鋏 鉄

2530 DttSZ解 鉄 (128)

DttSZ90 鉄 (146)

2532 DttSZ95 和鋏 鉄

2533 DttSZ100 和 鋏 鉄

2534 EttSK21埋 土 和鋏 ? 鉄

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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遺物観察表 金属製品 (3)

掲載
No

出土地点 種 別 材質 欝
＜ｃｍ，

幅

ｃｍ
酪
くｃｍナ

重量

(富 )
備 考

2541 BttSZ6 毛抜 き 鉄

2542 B[至SZ27 毛 披 き 鉄

2543 B優こSZ46 毛抜 き

2544 BttSZ57 欽 152
2545 BttSZ留 2422 26中 に付着
2546 DttSZl 被 鉄

2547 DttSZ9 抜 き 銅

2548 欠

2549 毛抜 き 14

2550 DttSZ58 毛抜 き 17 毛髪が付着。
2551 DttSZ66 毛抜 き

2552 DttSZ88 毛抜 き
/1k

15
2553 EttSK24里 土 毛抜 き FF・l

2554 01SDl 毛抜 き 226 木 質の容器 に収納。

2555 欠番

2556 欠番

2557 欠番

2558 欠番

2559 欠番

2560 BttSZ2 警 (103) 01
BttSZ2 警 銅

2562 BttSZ6 警 銅 07
2563 BttSZ15 蒼 毛髪が付着。

B優至SZ15 警

BttSZ33 警 毛髪が付着。

2566 BttSZ43 警 銅 117 04 毛髪力Y寸着。

2567 BttSZ57 鉾 銅

2568 DttSZl 警

2569 DttSZ7 警 113
25紹Э DttSZ7 鉾 銅 197 107
2571 DttSZ8 警 銅 57 毛髪が付着。
2572 DttSZ38 警

2573 DttSZ46 警 (122) 01
2574 DttSZ92 警

2575 Btt I D94 警 銅

2576 B区 ⅢD04 3層 警 銅 147
2577 CttSD106 警

2578 欠呑

2579 欠香

2580 欠番

2581 BttSZ3 金具 鉄

2582 BttSZ3 金 欽 不 負 が 4寸着 。

2583 BttSZ3 金 鉄 1

BttSZ3 金 鉄 10
2585 BttSZ3 金兵 鉄

2586 BttS23 金具 鉄 本質が付着。
2587 BttSZ3 金具 鉄 41 28 ぶ ら金具
2588 BttSZ7 金具 鉄 117
2589 BttS27 金具 鉄 10 121

BttSZ7 金具 鉄 110
2591 BttSZ22 金具 欽 木質が付着。

2592 BttSZ22 金具 鉄 116 木質が付

2593 BttSZ22 金具 鉄 木管が付

BttSZ22 金具 鉄 不 魚 が 何 着 。

2595 BttSZ32 鉄 (341 4 木質が付着。

BttSZ45 鉄 13 木質が付着。土坑 P

2597 BttSZ45 金 具 鉄 木質が付着。土坑 ?

2598 BttSZ77 金 具 鉄

2599 DttSZ17 金具 鉄

DttS217 金 具 鉄

2601 DttSZ17 金 具 鉄 105 木 質が付着

欠香

2603 DttSZ26 金具 鉄 (88) 341
2604 D[こSZ30 金具 鉄 290

DttSZ3Э 金 鉄 ぶ ら金具
DttSZ30 金 鉄 720 鍵穴あり。本質が付着。保存処理。

2607 DttSZ30 金 鉄 (139) 11 397 枢、木質が付着。保存処理。
2608 欠番

2609 DttSZ53 金具 鉄 木質が付着
2610 DttSZ53 金具 鉄 712 本質が付着。ぶ ら金具
2611 DttS253 金具 鉄 82 木質が付着

2612 DttSZ53 金具 鉄 13 木質が付着

2613 DttSZ53 金具 鉄 40 木質力W寸着

2614 DttSZ59 釜具 欽 止め金具

2615 DttSZ59 金 具 鉄 116 止 め金具
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遺物観察表 金属製品 (4)。 木製品

掲載
Xlo

出土地点 種 別 材質 欝
くｃｍ，

幅
(cm)

隣
ぐｃｍ＞

重量

(宜 )

備  考

BttSZ15 火打金 鉄 212

BttSZ22 火打 金 鉄 (52)

2623 BttSZ48 火 打 鉄 17 11 114

2624 B透至SZ57 度打 鉄 118

2625 BEttSZ59 火打金 鉄

2626 BttSZ73 火打金 鉄

2627 B匝こSZ90 火打金 鉄

2628 BttSZ92 火打金 鉄

BEXISZ115 火打金 鉄

S2117 火打金 鉄

2631 DttSZ9 火打金 鉄

2632 DttSZ9 火打金 鉄

2633 DttSZ25 火打金 ? 鉄

2634 DttSZ49 火打金 鉄 (77) 11

2635 DttSZ61 火打金 ? 鉄

2636 DttSZ64 丈 打 鉄

2637 DttSZ93 火打 鉄

2638 BttSZ123 火打金 鉄 225

2639 02C区 ⅣE45 1層 火打金 鉄

2640 01BttSXl埋土 火打金 鉄

2641 BttSZ2 不明 (環状 ) 布が付 着。

2642 B ttSZ6 お歯黒重 欽 112 (高 さⅢ89 不 明 11190 蓋 と本体が固着。

BttS223 不 明 (環状 ) 鉄 小刀 の留金 P

2644 BttSZ34 不明 (環状 )

2645 B厖至SZ42 鍵 鉄 鍵2本 と銅銭が固着 したもの。

2646 BttS264 不明 (環状 )
ピン?付 き。

BttSZ64 不明 (環状 ) 17 01

2648 BttSZ70 不明(環】夫) 鉄 273

2649 BttSZ盈 容器 髪水 入れ ?

2650 BttSZ10二 留金具 カギ穴有、たばこ入れの前金具 ?

2651 DttSZ3 鉄 鍋 ? 鉄

2652 DttSZ9 ボタン ? 銅

2653 DttSZ31 不明 (棒】夫) 舞 P

2654 DttSZ40 内耳鉄鍋 欽 (琶径Ⅲ335 (高 さⅢ155 保存処理

2655 DttSZ50 片口鉄鍋 鉄 (直径)204 イ高さⅢ■8 保仔処理

DttSZ71 不明 (板状 ) 鉄 436 人骨頭部 に付着。

2657 DttSZ77 不明 (棒状 ) ガラス

2658 DttSZ78 不明 (棒状 ) 不 明

BttIS2123 飾 り金具 銅 花び ら形

EttIA58抗 舌L 不明 (扁 平  扇形 ) 鉄 2852

2661 欠番

2662 DttSD102 不 明 (◆具 ? 鉄 (18) 2枚の金具が軸中心に回転 P

2663 DttSD102 不明 的 状 ) 鉄 針 令 を加 工 ?吊下 げ具 か ?

2664 D区表土 不明 (U字形 ? 鉄

2665 BttSZ101 留金具

2666 BttSD4J2土 不 明 鉄

2667 SD4埋土 不 明 鉄

2668 欠

2669 欠番

2670 欠番

2671 BEISZ57 箱提灯上 木 銅 (148) 蝋燭 口6 5cm

2672 B厄こSZ57 箱提灯下 木 銅 (112) 志立て高3cm、 皿径 7cm

2673 B[二SZ60 弁 木 04

2674 B[至SZ60 櫛 木 籾殺 数点付着

2675 BttSZ97 櫛 木

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物
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27
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27
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Ⅲ 中 世 板 碑

河崎の柵擬定地調査区内には中世の石製供養碑である板碑が立った状態で所在 していた。また、

立った状態の板碑の他に調査の過程で土中から出上 したものもある。立った状態で所在 していたのは

15基 (2801、 2802、 2804～ 2811、 2821～ 2825)である。いずれもB区墓域 (葛西家西屋敷墓域)で近世墓

標 と混在する状態で立っていたものである。この内 5基は種子、願文等が刻まれていない白碑であ

る。これらが中世板碑 という確証は全 くないが、立っていた状態であることを重視 し、一応板碑 とし

てカウントしている。ただし調査区北側の高地の山肌には粘板岩の露頭が存在 し、調査区内には板状

の粘版岩が多数散在 している。カウントした白碑 と同様の形状の粘板岩は幾らでも見出せる状態なの

である。

土中から出上 した板碑は19基ある。上述のように調査区内には多数の板状の粘板岩が散在 し、土中

からも多数の板状の粘板岩が出上 しているが、種子、文字が刻まれている石のみを板碑 として取 り

扱った。この内15基 (2812～ 2820、 2826、 2827、 2829～ 2831、 2833)がB区墓域から、 4基 (2803、 2828、

2832、 2834)がD区墓域 (葛西家東屋敷墓域)か ら出土している。本報告の板碑の中で、地表に立って

いたものはB区墓域の土地所有者であった葛西長三郎氏の管理物 として、近世墓標 とともに葛西氏が

移動 し管理している。土中から出土 した板碑は埋蔵文化財 として埋文センターに持ち帰 り、埋蔵文化

財センターで保管 している。板碑の採拓、断面実測、図版作成は主に鈴木裕明がおこなった。

また、板碑の石材については花満岩研究会に鑑定を依託 し、現物を実見 しての鑑定をおこなってい

る。その結果、筆者らが通常「粘板岩」と認識 している石材の板碑について、「頁岩」との鑑定結果を

受けた。「頁岩」と「粘板岩」はどちらも泥岩が圧力を受けて変成 したもので、「頁岩」がさらに圧力を

受けて変成が進んだものが「粘板岩」であるという。このように「頁岩」と「粘板岩」は同じ系統の石材

で、その区別の境界域は幅があるようである。一方、宮城県石巻市近辺の板碑は「井内石」と称される

伊里前層の「粘板岩」製であることが特徴的で、「井内石板碑」、「粘板岩製板碑」の用語が板碑研究に

おいて定着している。この点を考慮して、本報告の板碑の石材は、理科学的には「頁岩」としての分類

が妥当なのかもしれないが、「頁岩」と鑑定された石材を「粘板岩」に置き換えて記述することにする。

ただし「粘板岩」=「井内石」という意味ではない。上述のように河崎の柵擬定地周辺にも板碑と同質

の「粘板岩」の露頭がみられ、「粘板岩」の原産地が何処であるのかは、また別問題である。

2801は川崎村の指定文化財になっている文保二 (1318)年 の板碑である。種子は「ア (胎蔵界大日如

来)」 で、その下に「文保二年戊午二月十一日」、「敬白」と刻まれる。今回報告の板碑の中では最も古

い紀年銘を有するものである。2802は応永十七 (1410)年の紀年銘の板碑である。種子は剥離部分があ

り明瞭ではないが「バン (金剛界大日如来)」 と推測される。種子の下に「妙員禅尼」と刻まれ、その右

側には「十三年□□」、左側には「応永十七年」の紀年銘が刻まれる。「妙員禅尼」の十三回忌供養に造

立した板碑と解釈できる。種子が「バン (金剛界大日如来)」 であれば、十三仏の十三回忌の大日如来

に合致する。

2803は D区墓域の近世墓媛SZ16の 蓋石に用いられていたものである。「キリーク (阿弥陀如来)」 の

種子のみが刻まれる。下半部の表面が剥離しており、紀年銘、願文が刻まれていた可能性もある。

2804の種子は「アー (開敷華工如来)」 である。高さが45cmしかなく、下半部が欠損している可能性が

高い。2805は砂岩製の板碑である。砂岩製板碑はこれと2815の 2点のみである。種子は「サ (聖観音)」

である。高さ48セ ンチと小さいが完存品である。
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2806の種子は一部剥離 しているが「バーンク (金剛界大日如来)」 と思われる。種子の下には「十三…

(以下剥離)」 と「妙・ 。
(以下剥離)」 の文字が刻まれる。「十三・・」は十三年忌、「妙・・」は被供養

者の法名と思われる。2807は種子のみが刻まれている。種子の刻みは明瞭であるがその梵字の種類 を

判読できない。2808は「サク (勢至菩薩)」 の種子である。種子の下に「聡卯渓姉」と刻まれる。被供養

者の戒名であろうか。2809は「バン (金剛界大日如来)」 の種子のみが刻まれる。2810は「ア 0台蔵界大

日如来)」 の種子のみが刻まれる。2811は「ウーン (阿閃如来)」 の種子が刻まれる。2812は「バン (金剛

界大日如来)」、28131ま「ウーン(阿閥如来)」 の種子のみが刻まれる。2814は 中世板碑が否か不明である。

2815は「サ (聖観音菩薩)」 の種子である。種子の下に「秀来」と刻まれており、被供養者の法名と推

測される。2816は「バン (金同↓界大日如来)」 の種子と推測される。種子の下に「玉渓イ中」と読める文字

がある。被供養者の法名の可能性があるがはっきりしない。2817は「タラーク (虚空蔵菩薩)」 の種子で

ある。種子の下には「右志」の文字がある。これ以外の願文は認められない。2818は「タラーク (虚空

蔵菩薩)」 の種子である。種子の下には二文字が刻まれるが解読できない。上の文字は「奉」に似るが

はつきりしない。

2819は上半部が欠損しており種子は不明である。残存部に「・・禅尼」、「・・永十七年」の文字が刻

まれる。「・・禅尼」は被供養者名と推測される。「・・永十七年」は応永二十七 (1420)年 と解釈でき

る。2820は上半部が欠損しており種子は不明である。残存部中央に「妙心」の文字が刻まれる。被供養

者の法名と推測される。

2821～2825は文字が刻まれない白碑である。いずれもB区墓域 (葛西家西屋敷墓地)に立った状態で

あったものである。上述のようにこれらと形状が同様の板状の石は調査区内には多数存在し、これら

が確実に中世板碑である確証はないものである。2826は上半部が欠損した板碑である。種子の一部分

が僅かに残るが、梵字の種類を判断できない。種子の下には「妙通」の文字が刻まれる。被供養者の法

名と推測される。2827は上端部が欠損しており、種子は残っていない。種子の下と思われる位置に「為

韓口」の文字がある。 3文字目は不明瞭で判読できない。「車事□」は被供養者名であろうか。2828は D区

墓域の近世墓娠SZ19と SZ23の 蓋石に用いられていたものである。種子の一部分が剥離するが「ウー

ン (阿閃如来)」 の可能性が高い。種子の下には「峯徹清□禅定」と刻まれ、被供養者の成名と推測され

る。「禅定」の下は剥離しているわけではなく、「F]」 または「尼」の字は認められない。

2829～ 2831、 2803は種子部分の断片である。2829は「タラーク (虚空蔵菩薩)」 、2830は「サク (勢至菩

薩)」 、2831「サ (聖観音菩薩)」、2833は「キリーク (阿弥陀如来)」 である。2832は「キリーク (阿弥陀如

来)」 の種子が刻まれる板碑である。2803と ともにD区墓域の近世墓媛SZ16の蓋石に用いられていたも

のである。種子以外の文字は認められない。2834は D区墓域付近の地中から出土した大型の板碑であ

る。下半部を欠損する。種子は「タラーク(虚空蔵菩薩)」 で種子の下に線描きの蓮台が刻まれる。種子

の右側には大日如来三身の真言「ア・ビ・ラ・ウン・ケン」左側には「ア・バン・ラン・カン・ケン」

が刻まれる。種子、蓮台の下には「道清・・」と刻まれ、その右側には「十方佛・・」、左側には「唯

有・・」と刻まれる。「道清・・」は被供養者の法名と推測される。「十方佛・・」、「唯有・・」はlgJ頌

である。「石仏掲頌辞典」 (加藤正久編著 1990 国書刊行会)に よると、117頁の「十方佛土中 唯有

一乗法 無二亦無三 除佛方便説」に相当する。これは法華経からの引用である。その意味は「十方の

仏上の中には、唯一乗の法のみありて、二も無く、亦三も無し。仏の方便の説を除く」であるという。

紀年銘は欠損 した下半部に存在 したと推測され、その久損が′階しまれる。
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第21刊 図 中世板碑 (3)
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Ⅲ 中世板碑
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第213図 中世板碑 (5)

-325-



耐
Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

●

Ｗ

0                                                                              40cnl

-326-
第214図 中世板碑 (6)



Ⅲ 中世板碑
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Ⅱ 中世板碑
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第225図  中世板碑 (17)
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第233図 中世板碑 (25)
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Ⅳ 近 世 墓 標

河崎の柵擬定地には 2箇所の近世墓域が所在 した。調査区中央のB区墓域と調査区東側のD区墓域

である。B区墓域は現当主葛西長三郎氏の管理で、葛西家西屋敷の墓所である。D区墓域は西屋敷の

分家とされる東屋敷 (現当主葛西功成氏)、 中峯屋敷 (現当主葛西直人氏)、 隠居屋敷 (現当主葛西信一

氏)の 3軒の墓所であつた。発掘調査前はそれぞれの墓域に石製の近世墓標が林立 している景観で

あった。発掘調査ではそれぞれの墓域の近世墓壊を調査 し、その成果を本報告書にまとめている。地

下遺構である墓城 と地上に建っている墓標は一体不可分であるのは言うまでもないことであ り、近世

墓標についても報告の必要があると考える。ここでは各墓域に所在 していた近世墓標について図示す

ることとする。

近世墓標の記録の経緯

発掘調査前にはB区墓域、D区墓域 ともに近世墓標が立っている状態であった。本遺跡は堤防建設

のため土地買収がおこなわれ、墓所 も移転の必要にせまられることになる。平成14(2002)年 度の発掘

調査時にはB区、D区墓域の両方とも移転は完了せず、旧来の状態を無っていた。平成14年度の調査担

当者である鈴木裕明はD区墓域の近世墓標についてスケッチを作成 している。第239図の「D区墓石配

置図」はこのスケッチと記憶をもとに配置を復元 したものである。測量図ではなく、概念図であるこ

とを注意 していただきたい。惜 しむらくは作成 したのはスケッチのみで、写真撮影を全 くおこなって

いなかったことである。写真があればD区墓域の状態をより正確に記録できたはずである。D区墓域

の管理者である葛西三氏は平成14年度の発掘調査が終了 した後の冬季間に改葬を行い、墓標の撤去、

移転をおこなっていた。

平成15年度発掘調査開始時、調査区内に近世墓域が存在 し、地下遺構 として墓媛が検出される可能

性があることから、近世墓標の記録 も必要であることか認識された。この段階で調査区中央のB区墓

域はまだ改葬、墓標の移転がおこなわれておらず、旧状を保つたままであった。よつて、平板 を用い

てB区墓域の墓標、中世板碑の配置図を作成 した (第 238図 )。 そして合わせて、墓標、中世板碑の拓本

を作成することとした。これらの拓本は立った状態で採拓 したために、石の根本まで採拓されていな

いものと、移転後に土中部分の拓本を補ったため、下端部まで採拓されているものが混在する。拓本

の作成は主に鈴木と羽柴がおこなった。作業の際には葛西長三郎、成夫氏に便宜を図っていただい

た。

このようにB区墓域 (西屋敷墓所)の墓標については採拓がスムーズにおこなわれたが、D区墓域の

墓標についてはすでに移転が終了していたため、墓標の記録に問題が残った。D区墓域の管理者の一

軒である中峯屋敷の墓標は公設墓への移築の準備段階として、所有地の畑脇に横倒 しの状態で仮置き

されていた。これらについてはすべて、拓本、写真撮影を行うことができた。その際には管理者であ

るの葛西直人・民子氏に便宜を図つていただいた。また移設前の墓所の旧状の写真 (写真図版98)も 提

供をいただいた。

隠居屋敷の墓標は公設墓にすでに移築されていた。そのうちの幾つかの墓標は、限られた公設墓の

敷地内に収めるため、石の側面をカットしていた。拓本の作成はこの内 4基についておこなった。拓

本作成に際しては葛西信一氏に便宜を図つていただいた。

東屋敷の墓標は2959と 2960、 2961のみが公設墓に移設され、他の墓標は魂抜きを行い、処分 されてし
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まっていた。移設されたものについては拓本、実測図の作成をおこなったが、処分されたものについ

ては鈴木が平成14年度に作成 したスケッチしか記録が残っていない。2962～2972(第 272～274図 )の墓

標の図は鈴木がスケッチをもとに作図したもので、概念図的なものと扱っていただきたい。記録作成

に際しては葛西功成氏に便宜を図っていただいた。

B区墓域 (西屋敷)の墓標 (第 240～257図、写真図版86～93)

B区墓域の墓標は37基 を図示 した。この内、葛西家西屋敷のものとされるのが28基、西屋敷とは別

家とされるものが 9基ある。別家とされる墓標は西屋敷の墓標群から約10m離れてまとまって所在 し

ている。葛西氏によると、これは西屋敷の親戚の墓所で、現在東京 Pで暮らしている家のものである

という。これらの墓標群を「西屋敷離れ」と仮称 し、B区墓域を構成するものとして扱う。

西屋敷の墓標28基の内、板状の通常の墓標が22基、頭部狽↓面に耳状の突起が付 くものが 1基 (2982)、

五輪塔型が 1基 (2933)、 小型五輪塔が 1基 (2937)、 立体の地蔵が 2体 (2934、 2935)、 陽刻の地蔵が

1基 (2936)である。紀年銘を有するものの中で最古のものは2901の 廷宝人 (1680)年銘、最新は2921

の明治十五 (1882)年銘である。西屋敷離れでは最古が2929で享保年間 (1720年 頃)、 最新は2926の明

治十九 (1886)年銘である。各墓標のデーターは表にまとめて記 してあるが、以下、幾つかの墓標につ

いて文章で内容を補足する。

2901はB区墓域で最古の紀年銘 〔廷宝八 (1680)年 〕を有している。頭書は梵字「ウーン (阿閃如来)」

である。B区、D区の近世墓標の中で頭書が梵字であるのはこれのみである。頭書の下には「為法印弘

澄菩提也」とあり、右側に「施主嫡弟法印弘祐」、左側に「平等普潤」、さらに下に「敬白」と刻まれる。

これは「嫡弟法印弘祐」が「法印弘澄」の菩提を供養するために造立したと解される内容である。「平等

普潤」は掲頌の類で「平等に普く潤す」と仏の功徳を讃えた意であろう。「敬白」は「敬い申す」の意で

中世板碑に多く刻まれる語句である。ここではこの碑を近世墓標として扱っているが、記される内

容、形態は中世板碑に近いものであり、他の近世墓標と同列に扱うには躊躇を感じるものである。「法

印弘澄」、「法印弘祐」の法名も通常の成名というより職業的な宗教人を感じさせる表現であり、この碑

が西屋敷の住人の墓標とするには疑問が残る。このように本碑は中世板碑から近世墓標への過渡的な

性格を持った碑と位置づけられそうである。

2904は「葛西茂右衛門」と俗名が刻まれ、西屋敷 9代 目当主茂右衛門の墓標とわかる。刻まれた享年

から1792年生まれ、1876年没と読み取れる (数え歳で換算している)。 2907は元禄十四 (1701)年銘で古

手の墓標である。下部に「孝子敬白」と刻まれるのも古風である。右下に「千葉清蔵」と俗名が刻まれ、

没年と考え合わせて西屋敷 3代「宮内」か、 4代「宮内」の墓標と推測される。西屋敷の2～ 4代の名

はいずれも「宮内」である。そして後述する「葛西家系図」では3代宮内と4代宮内は「清蔵」の名も合

わせ持っている旨記されている。2910は戒名の左側に「四月十三日」と刻まれるが、右側の年号は読み

取れなかった。剥離したのであろうか。2911は享録十八 (1733)年銘で下に「孝子敬白」が刻まれる。

2907の配偶者の墓標の可能性がある。2912は「千葉九左衛門」の俗名が刻まれる。没年 〔安永九年

(1780)年 〕を考え合わせて西屋敷 6代 目九左衛門の墓標と推測される。安永風上記提出時の西屋敷当

主である。

2914は右下に「流日形村牛尾屋敷 彦次郎墓」と刻まれる。流日形村は現西磐井郡花泉町日形で、東

遺跡からは直線で約10km南方である。「牛尾屋敷」は日形村安永風土記にも記される屋敷名である。

何故、他村の者の墓標が存在するのか不明であるが、西屋敷の奉公人などの可能性が想像される。

2915は「茂太夫 享年三十六」と刻まれる「葛西家系図」によると茂太夫は9代当主茂右衛門の弟であ
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Ⅳ 近世墓標

る。1812年生 まれ、1847年没である。兄の茂右衛門より20歳年下 とい うことになる。

2916は西屋敷 7代 目九左衛門とその配偶者の墓標である。墓標には「葛西久左衛門」と刻まれる。

「葛西」姓が刻まれた最 も古い墓標である。享年から1755年生まれ、1832年没とわかる。配偶者は「サ||

崎□□姉也」と刻まれる。東屋敷か中峯屋敷の当主の姉が西屋敷に嫁いだ可能性がある。享年から

1763年生まれ、1833年没 と判断される。

2917は中央に「南無阿弥陀仏」その両側に女性の戒名が刻まれる。右側の戒名には「砂子田村菅原長

左衛門女也 茂左衛門後妻」と刻まれ、西屋敷 8代茂左衛門の後妻とわかる。砂子田村は現東磐井郡

藤沢町砂子田と判断できる。左側の戒名の女性については戒名と没年以外の記載がないが、茂左衛門

の先妻と判断するのが妥当であろう。「安楽妙産信女」の戒名は、お産で亡 くなったことを示 している

のかもしれない。

2918は西屋敷 8代 目茂左衛門の墓標である。門崎村史361頁 によると茂左衛門は「諄を栄廷と称 し、

葛西茂理氏の祖で礼法を遠藤成信、桜田九左工門、鈴木内蔵之助、相原友定、松月真種諸氏に就き修

め門下千余人あり。」と記されている。墓標には「 F弓 人立之」と刻まれ、「施主人」として17名の名があ

り、門崎村史の記述を裏付けている。2922は「千葉清右衛門」と俗名が刻まれ、没年 (1765年 )を考え

合わせて、西屋敷 5代 目清右衛門とその配偶者の墓標と判断される。

2923～2931は「西屋敷離れ」の墓標である。西屋敷の墓標 と比較すると小型のものが多い。2930は年

号が欠損するが「九申年」の文字が残る。 9年で申の年は文化九 (1812)年が相当し、この年の墓標 と

判断される。

2932は 円形の耳が付いた墓標である。前面、側面は平らに加工され、背面は舟形に丸 く加工されて

いる。丁部は円形に加工 されている。下部には円形のホゾがあ り、立方体の台座に差 し込まれてい

る。前面は上部に「○」の頭書、その下に二重の線で長方形の区画を描 き、その中に戒名が刻まれてい

る。二重線区画の右側には不明瞭で読み取れないが年号らしきものが刻まれ、左側には月日らしきも

のが刻まれる。二重線区画の下には蓮弁が刻まれる。戒名は不明瞭であるが「～禅定門」と読み取れ、

男性の墓標であることがわかる。年号らしきものは前述のように不明瞭であるが、「天・・」と読め、

「天和」の可能性が考えられる。天和年間の墓標であれば、1681～1684年 の墓標 となる。2983は五輪塔

である。水輪に「自安清□禅定尼」の戒名があり女性の墓標 と判断できる。戒名の右側には貞亨二

(1685)年 とある。この五輪塔墓標は2932の耳付 き墓標と並んで立ってお り、紀年銘の年代の近さか

ら夫婦の墓標 と推測される。五輪塔は空輪 と風輪が一体で、他の火輪、水輪、地輪は単独で造られて

いる。空風輪は空輪が欠損 している。風輪の下端には円柱のほぞがある。火輪は上面と下面に円形の

ほぞ穴があり、水輪の上面と下面には円柱のほぞがある。地輪は正面に蓮台が彫 られ、上面には円形

のほぞ穴がある。2932の墓標は年代から西屋敷 2代宮内か、 3代宮内の墓標の可能性が高い。2932が

天和年間の墓標であれば2901の 廷宝人 (1680)年 に次いで西屋敷墓域の中では古い紀年銘となる。2901

は上述のように一般的な近世墓標 としては疑間の残るものであり、2932が確実な近世墓標の中では最

も古いともいえる。2932の耳付 き墓標 と2933の五輪碁墓標は近世墓標成立時の形態を示す貴重なもの

といえる。

2934と 2935は立体の地蔵像である。どちらも頭部が欠損 している。2934の背面には天明元 (1781)年

の紀年銘がある。2936は 陽刻の地蔵像である。2984～2936の地蔵像は子供の墓標 と推測される。2937

は小型の五輪塔である。空輪が欠損すると思われる。水輪と地輪は一体の構造で火輪以上の上部と分

割される構造である。戒名等の文字が無 く断定はできないが子供の墓標 と推測される。
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D区墓域 (中峯屋敷 。東屋敷・隠居屋致)の墓標 (第 258～274図 、写真図版94～ 99)

D区墓域は葛西家の中峯屋敷 。東屋敷・隠居屋敷 3家の墓所であった。図示 した墓標は中峯屋敷の

ものが17基、東屋敷のものが14基、隠居屋敷のものが 5基で、D区墓域合計で36基である。中峯屋敷で

最古の紀年銘を有する墓標は2948の寛文三 (1663)年銘である。ただし、この墓標は形態的に後世の造

立の可能性が高いものである。2949の寛文五 (1665)年銘も同様に後世の造立の可能性が考えられる。

これらを除いた最古の紀年銘は2940の元禄十五 (1702)年銘である。最新は2954の明治四 (1871)年で

ある。東屋敷の墓標は鈴木のスケッチしか記録が存在せず不明瞭な点も多いが、最古のものは2960の

五輪塔で延宝五 (1677)年銘のものである。最新は2971の慶応三 (1867)年銘である。隠居屋敷の墓標

では最古のものは2956の寛政十二 (1800)年銘で、最新のものは2975の 明治三 (1870)年 銘のものであ

る。各墓標のデーターは表にまとめて記 してある。

中峯屋敷の墓標 (第 258～268図、写真図版94～ 98)

2938は「太次右衛門妻」と刻まれ、文化六 (1809)年の没年 と考え合わせて、中峯屋敷 6代太次右衛

門の配偶者の墓標 と推測される。

2940は高さ221cmの 大型の墓標である。右側に女性の戒名、左側に男性の戒名が刻まれている。男

性の戒名の左側には「千葉次右衛門法名」と刻まれ、元禄十五 (1702)年の没年から推測 して、中峯屋

敷 2代 目太次右衛門の墓標 と推測される。頭書は「⑮」で他の墓標にみられないものである。頭書の下

には「為」の文字が刻まれて、供養碑的な要素を備えている。それぞれの戒名「禅定尼」、「禅定門」の

下には「菩提也」と記されている。その下には蓮台が刻まれるが、右側の女性の戒名のものは線刻、左

の男性の戒名のものは陰刻で刻まれている。どちらの連台にも金泥が施された痕跡がみられる。墓標

の左端に「卍」と「‐」が刻まれているのが確認できる。墓標の他の文字が流暢に刻まれているのに、

この記号はたどたどしい金釘流の刻みである。この記号がある部分は、墓石が立っていた状態では土

中に隠れるか隠れないかぎりぎりの付近である。何を意図しての記号で、何時刻まれたか不明である

が、人為的に刻まれたものであるのは確かである。

2941は「川崎太次右衛門」と俗名が刻まれ、没年1818年を考え合わせて、中峯屋敷 6代 目太次右衛門

の墓標 と判断される。2942は男女の戒名が刻まれている。男性の戒名の没年1833年から、中峯屋敷 7

代日正次右衛門とその配偶者の墓標 と推測される。

2943は男女の戒名が刻まれるが男性の俗名「千葉庄次右衛門」力彰」まれ、没年の年号安永 (1772～

1780)年 を考え合わせて、中峯屋敷 4代正次右衛門とその配偶者の墓標と判断される。この墓標の女

性の没年は判読できなかった。

2945は「千葉甚兵衛」と俗名が刻まれ、没年1743年から中峯屋敷 3代 目甚兵衛の墓標と判断できる。

2944は 1704年没の女性の墓標である、没年から3代甚兵衛の配偶者の墓標の可能性があるが確定でき

ない。2946は女性の戒名が刻まれる。没年1744年から2945と 同様に 3代甚兵衛の配偶者の墓標の可能

性がある。2945が先妻、2946が後妻なのかもしれないが決定付けるものはない。2947は戒名が「牧岩是

量禅童子」とあり子供の墓標と判断できる。没年は1765年である。

2948は俗名「千葉次右衛門」と没年寛文三 (1663)年から中峯屋敷初代久右衛門の墓標と判断できる。

しかし寛文三年は一般的な形態の近世墓標が成立する以前であ り、2948の ような形態の墓標が寛文年

間に造立されたとは到底考えられない。また近世墓標成立後でもその早い段階の17世紀末～18世紀初

頭のものには「孝子敬白」「為～」など供養碑的な要素が残っているが、この墓標にはそれもみられな

い。よつてこの墓標は18世紀の中葉以降に造立された可能性が高い。おそらく初代の墓標が存在 しな

-354-



Ⅳ 近世墓標

いことを不備 に感 じ、それ を補い供養する 目的で新 たに墓標 を造立 した もの と推測 される。2949も

2948と 同 じ形態の寛文年間の墓標である。女性の戒名で中峯屋敷初代次右衛門の配偶者の墓標 と推測

される。2948と 同 じ経緯で18世紀中葉以降の造立 と推測 される。

2950は「千葉次工門」の俗名と没年1833年から、中峯屋敷 8代次右衛門とその配偶者の墓標 と判断さ

れる。次右衛門の享年は「四十三オ」と記され、1791年産まれと判断できる。

2951は「千葉栄持」と刻まれ、没年1796年から、中峯屋敷 5代 目太次右衛門とその配偶者の墓標と推

測される。安永風上記提出時の中峯屋敷の当主である。2952は戒名が「廓念善童女」で女の子の墓標 と

判断できる。没年が1817年で中峯屋敷 8代 目次右衛門の娘 と推測される。2953は女性の戒名で享年は

「二十二才」と刻まれる。享年と没年から1812年産まれ、1833年没 と判断できる。生年から中峯屋敷 8

代 目次右衛門の娘の可能性が考えられる。代的には 9代田太次右衛門の配偶者の可能性 も在 り得る

が、1833年には 9代 目太次右衛門は16歳 (数え年)で、配偶者ではなく、姉の方が妥当である。

2954は「葛西太次右衛門」の俗名があり、没年1871年から中峯屋敷 9代太次右衛門の墓標 と判断でき

る。「行年五四」と刻まれ、生年は1818年 とわかる。

隠居屋敷の墓標 (第 269～270図、写真図版97)

2955は俗名「千葉文左衛門」が記され、隠居屋敷 3代文左衛門の墓標 と判断できる。「行年七十六」

と刻まれ、没年慶応三年から、1792年生まれ、1867年没とわかる。

2956は女性の戒名である。戒名の左側には「千葉正次右衛門昌・・」と刻まれている。千葉正次右衛

門は中峯屋敷の 7代正次衛門 (没年1838年)と 推測される。墓標には没年が寛政十二 (1800)年 、享年

が「行年三十六」とあるので、生年が1765年、没年が1800年 とういことになる。中峯屋敷 7代正次右衛

門とは年代的に兄弟の可能性が高い。そして隠居屋敷内の位置では年代的に 2代 目角右衛門の配偶者

の可能性が推測されるが確定できない。

2957は男女の戒名が記されている。右側の男の戒名の右側の「千葉～」の俗名が記されるが判読でき

ない。没年の文化三 (1806)年から隠居屋敷初代巳之人とその配偶者の可能性が推測される。

2958は男性の戒名で天保元 ?(1830?)年の墓標である。隠居屋敷二代目角右衛門の墓標の可能性

が考えられる。2973は 明治三 (1870)年銘の墓標である。記録が鈴木作成のスケッチしかなく詳細は不

明である。

東屋敷の墓標 (第 271～274図、写真図版99)

2959は大型の墓標で男女の戒名が記されている。男性の俗名は「サ|1崎与兵衛」と記される。没年は元

禄三 (1690)年である。束屋敷は初代、 3～ 5代が典 (与 )兵衛で、 2代 目が新三郎である。俗名が一

致しないが、この墓標の年代からは 2代 目の東屋敷新三郎の墓標の可能性がある。しかし俗名の典兵

衛から3代 目東屋敷典兵衛の可能性 も捨てきれない。

2960と 2961は五輪塔で旧墓地では並んで立っていた。2960の水輪には「～禅定尼」、2961の水輪には

「～禅定門」の成名が刻まれており、それぞれ2960が女性、2961は 男性の墓標と理解できる。 2つの五

輪塔は形態が非常に類似 しており夫婦の墓標 と推測できる。いずれの年号も磨耗が著 しく判読が困難

であるが、2960の年号は「延・・」と読むことができ、延宝年間 (1673～ 1680)の 墓標 と推測される。

2961も これに近い年代の墓標 と推測される。年代的に2961は東屋敷初代典兵衛の、2960はその配偶者

の墓標と推測されるが2959の墓標の主の如何では、東屋敷 2代新三郎とその配偶者の可能性 も有 り得

る。
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2962は「与三郎」の俗名があるが、東屋敷当主には「与三郎」の名はなく、当主の弟等の墓標と推狽Jさ

れる。2964は男女の戒名が刻まれた墓標である。男性の没年宝暦十 (1760)年から東屋敷 4代典兵衛と

その配偶者の可能性が推測される。少なくとも安永書出の提出時の 5代典兵衛より前の人物の墓標で

ある。

2965は男女の戒名が刻まれた墓標である。男女ともに年号が読み取れず、人物の特定は難しい。他

の墓標との関係から5代典兵衛か 6代典太夫の墓標の可能性がある。2966も 男女の戒名が施されるが

年号が読み取れない。他の墓標との関係から5代典兵衛か 6代典太夫の墓標の可能性がある。

2967は男女の戒名が刻まれる墓標である。男性の戒名の傍らに「典太夫」の俗名が刻まれる。「八十

三」の享年も刻まれ1767年生まれ、1829年没の人物と判断できる。東屋敷 7代は「子之助」で「典太夫」

ではないが年代的に7代子之助とその配偶者の墓標である可能性が高い。

2969は鈴木のスケッチしか記録が残っておらず確証はないが、種子が刻まれた中世板碑と推測され

る。鈴木が描いた形態の梵字は存在しないが「ア」などの種子に雰囲気が似ている。

2971は男女の戒名が記された墓標である。「与太夫」俗名が刻まれ、没年から東屋敷 8代典太夫とそ

の配偶者の墓標と判断される。典太夫は「行年七十一」と刻まれ、1792年生まれ、1862年没と判断でき

る。前述の2967の墓標が 7代子之助の墓標か否か、記された俗名との相違から疑間であったが、その

生年から8代典太夫と2967の人物の年齢差が25歳であり、親子関係の年齢差にはぴったりである。こ

のことから29671ま 7代子之助とその配偶者の墓標と考えたい。

(羽柴)

参考 安永風上記

西屋敷 東四郎

先祖川崎備中  二代宮内  三代宮内

上) 七代九左衛門  人代茂左衛門

四代宮内  五代清右衛門  六代九左衛門 (六代 目書

九代茂右衛門  十代東四郎

東屋敷 徳右衛門

先祖川崎典兵衛  二代新三郎  三代典兵衛  四代典兵衛

太夫  七代子之助  八代典太夫  九代徳右衛門

五代典兵衛 (五代 目也) 六代典

中峯屋敷 太次右衛門

先祖川崎次右衛門  二代次右衛門  三代甚兵衛  四代庄次右衛門  五代太冶右衛門 (五代 目

也)  六代太冶右衛門  七代正次右衛門  八代冶右衛門  九代太次右衛門
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Ⅳ 近世墓標
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1 墓媛と埋葬方法

墓墳の平面形態

確認 した墓媛の総数は225基である。区域別の内訳は、B区がSZl～SZ124(SZ40は 欠呑)の 123基、

D区がSZl～ SZ107(SZ67・ 68・ 94・ 99。 102は欠番)で 102基を数える。墓媛の平面形態は、長楕円形、

楕円形、長方形、円形、方形、不整形、不明の 6種類に分類 した。内訳は、長楕円形 1基、精円形90

基、長方形11基、円形50基、方形34基、不整形12基、不明12基である。不明は、新期の墓娠に破壊さ

れたため、掘 り方の一部ないしすべてが確認できなかったものである。不整形は、新期の墓媛に掘 り

方の一部が壊されたものや、何 らかの理由で掘 り方の一部が崩落したものとみられるが、本来は惰円

形 。長方形・円形・方形などのいずれかの形】犬に当てはまるものであつたと思われる。D区には不整

形 としたものが多いが、大半は改葬が行なわれた痕跡とみられる。

被葬者の埋葬方法

確認された人骨は215体 (B区116体・D区99体 )である。墓墳数225基 と一致 しないが、これは、人骨

が出土 しなかった墓壊 (出土遺物から墓娠 と認定 したもの)が 10基存在することによる。また、B区

SZl10で は、1つの墓娠内から複数体分の人骨が出上 しているが、ここでは便宜上、1体として数えて

いる。

215体 中、火葬骨は 1体だけ確認された (BttSZ124)。 残 りの214体は焚焼処理されない、ヤヽわゆる土

葬であった。

遺体の埋葬方法は、何らかの容器に収納した上で墓壊内に埋葬する場合と、直接墓墳に埋葬する場

合の 2通 りが考えられるが、遺体を入れた容器が確認されたのは4基のみである。うち3基は再葬で

あり、 2基 (BttSZ2・ 8)は木製の箱、 1基 (DttSZ5)は 鉄製の一斗缶に遊離した人骨が収められてい

た。木棺内に自然な状態の人骨が確認されたのは、 1基 (BttSZ91)の みである。225基 中97基からは、

木質の付着した鉄釘が多数出上しているが、これは木製の構箱を用いた痕跡と思われる。本遺跡の上

壌は木製品の保存には適さなかったようである。遺体の収納容器としては、方形の木桔のほか、円形

の早桶などが有り得るが、釘を使わない容器の場合には、本遺跡のような木製品の腐りやすい土壌の

場合は痕跡が残らず、認識が難しいと思われる。今回の調査対象の中にも少なからず存在していた可

能性は考えられる。

人骨の遺存状態が良好で、かつ再葬ではなく、被葬者の埋葬姿勢を知ることができたものは136体で

ある。埋葬姿勢によって、埋葬方法を仰臥伸展葬、横臥屈葬、仰臥屈葬、伏臥屈葬、座屈葬、座葬の

6種類に分類した。内訳は、仰臥伸展葬 1体、横臥屈葬74体、仰臥屈葬 7体、伏臥屈葬 1体、座屈葬

47体、座葬 6体である。

ここで、用語について述べておく。埋葬姿勢は、上体を倒し寝ている姿勢 (寝葬、あるいは臥葬な

どという)と 、上体を起こして座った姿勢 (座葬)の 2つ に大きく分けられる。寝葬は、下半身を伸ば

しているもの (伸展葬)、 下半身を曲げているもの (屈葬)の 2つ に分けられる。伸展葬として確認さ

れたのはDttSZ18の みである。さらに、地面に対する上体の向きによつて、仰臥 (仰 向け)、 横臥 (左

-397-
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右 どちらかの肩を下にして横になった状態)、 伏臥 (う つ伏せ)の 3通 りに分かれる。座葬も、足の組

み方によって細分することができるが、座屈葬 (膝を立てて腰をおろした状態・胡坐)、 座葬 (正座な

ど、膝を立てないで座った状態。 もちろんこの場合にも下半身は折 り曲げている訳だが、適当な用語

が見当たらないのでこの語を用いる)の 2つ に大別 した。

埋葬姿勢を考える際、方位についても注意 しておく必要がある。寝葬の場合、体幹方向は地面と平

行であ り、頭はいずれかの方位を向 く。頭頂部の向く方位を頭位方向と呼ぶ。例えば頭位方向が真北

であった場合、横臥姿勢であれば顔面および体の正面は東または西を向 く(仰臥姿勢の場合は真上、伏

臥姿勢の場合は真下ということになる)。 座位での埋葬の場合は、上体が底面 とほぼ垂直であり、体の

正面がいずれかの方位を向 く。寝葬の83体のうち、約90°/。の75体は頭位方向が北である。75体のうち

顔面方向の判明したものは55体あるが、東32体、西23体 とほぼ同数である。座葬53体のうち、顔面方

向は、東 3体、西 4体、南 9体、北12体で、その他は不明である。

寝葬の場合、埋葬時点において体の大半の部分が接地し安定 しているため、埋葬後時間が経過 し肉

体が腐食 しても人骨が動 くことは少ないと思われる。一方、座葬の場合には、接地している部分は下

半身の一部に限られ、頭部などは浮いた不安定な状態であるため、肉体の腐食によって骨が落下・移

動する可能性が高い。

墓墳の形態と埋葬姿勢の関係を見ると、寝葬のものは83体中62体 (約 750/0)が長円形・楕円形・長方

形の墓壊に埋葬され、座葬のものは53体中39体 (約740/0)が 円形・方形の墓壊に埋葬されており、墓墳

の形態と埋葬姿勢の関係が伺える。

被葬者の死亡年齢・性別構成

215体 中、死亡年齢が判明したものは196体 (B区109体、D区87体 )で、内訳は幼児 (1～ 6歳)14体、

小児 (6～ 12歳)7体、若年 (12～ 19歳)6体、未成人 (幼児～若年・詳細不明)1体、壮年 (20～ 39歳 )

51体、壮年～熟年20体、熟年 (40～59歳)71体、熟年～老年 9体、老年 (60歳以上)7体、成人 (】士年

～老年・詳細不明)10体である。熟年が最も多 く、壮年がそれに次ぐ。未成人・成人に大別すると、

未成人28体 (140/O)、 成人168体 (860/O)と なる。区域別にみると、B区・D区 ともに熟年が多 く、次い

で壮年という点で変わりはないが、D区墓域では熟年～老年は10体 (D区99体の110/0)を数え、これは

B区の 6体 (B区116体の50/0)の約 2倍に当たる。逆に未成人の被葬者数はD区の 8名 に対 しB区では20

名となる。このことから、D区の被葬者はB区の被葬者よりも寿命が長かつたといえる。

性別まで判明したものは148体で、内訳は男性77体、女性71体である。未成人のものは、性別が判明

しないものが多い。男女の比率にそれほど大きな差はないように見受けられる。死亡年齢は、男性の

みを見ると半数以上が熟年で最 も多 く、壮年がそれに次ぐのだが、女性のみを見た場合は壮年の方が

熟年よりも多 く、若年も数例見受けられる。女性の方が男性より死亡年齢が低いようである。現代よ

りも結婚年齢が低 く、また出生率の高い近世においては、出産時の事故により死亡するケースも多々

あったと思われる。ただし、乳児 と鑑定されたものは 1体 もない。近世は現代 と比ベー般に低年齢で

の死亡率が高かったと思われるが、未成年での死亡は28名 で、全体の140/Oで ある。

出土人骨の詳細については、第Ⅵ章出土人骨の分析を参照してもらいたい。
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第275図 墓壊外出土遺物 (1)



い 圏

l 墓接と埋葬方式

廷差望≦里塾二《∫

胤＝Ｋ供旧〕）・多翔
申

第276図 1 墓壌外出土遺物(2)

-400-



V まとめ

2 出土遺物 (副葬品)

銭貨

掲載番号 1～ 1971(ただし273・ 341・ 825～830・ 1690・ 1700。 1891～ 1900'1949'1950は欠番)は

銅銭で、総数は1949点である。墓娠内および墓域の表土中から出土 したもので、著しい破損品を除き

全′点を掲載 している。渡来銭81′点、国内銭1826′点で、残 り42点 は不明である。

渡来銭は、唐銭、南唐銭、北宋銭、南宋銭、明銭が出上 している。唐銭は開元通賓 (2′点)、 南唐銭

は唐國通賓 (1点)で、各 1種類ずつである。北宋銭は成平元賓 (1点 )、 祥符元賓 (1点 )、 祥符通賓

(2点 )、 天聖元賓 (5点 )、 景祐元賓 (1点 )、 皇宋通費 (3点 )、 治平元賓 (5点 )、 熙寧元賓 (10点 )、

元豊通賓 (8点 )、 元祐通賓 (5点 )、 紹聖元賓 (1点 )、 元符通賓 (2点 )、 聖宋元賓 (2点 )、 政和通賓

(1点)の 14種47点である。南未銭は淳果元質 (1′点)と 慶元通賓 (1′点)の 2種類、明銭は洪武通賓

(6′点)と 永柴通賓 (23点)の 2種類である。渡来銭は、寛永通費が鋳造されるまでの間国内で流通 し

ていたが、流通期間が長いため、初鋳年と出土 した墓の構築年代 との間には大きな開きがあると思わ

れる。

国内銭の大半は寛永通賓である。寛永通賓は1636年から1659年 まで江戸と近江坂本で鋳造され、こ

の初期のものは古寛永 と呼ばれる。古寛永は541点出土 している。その後1668年から江戸亀戸村にお

いて新たな寛永通賓が鋳造されるが、この頃のものは背面に「文」の字を刻み入れていることから「文

銭」と呼ばれる。新寛永文銭は256点 出土している。新寛永はその後、1697～1747年、1767～ 1781年 と

2時期に渡つて鋳造されるが、この頃は背面の「文」の文字は消える。この新寛永 (無背)銭は835点 出

土してお り、最 も出土数が多い。新寛永は国内の複数の箇所で鋳造されているが、鋳造所によつて微

妙に字体が異なるものや、背面に文字を持つものもある。字体による分類は行なわなかったが、背面

に文字を持つものとして、背元 (14点 )、 背佐 (5点 )、 背小 (1点 )、 背仙 (1点 )、 背足 (4点 )な どが

確認されている。寛永通賓以外の近世の国内銭としては、天保通費・文久永賓が出上 している。天保

通賓は1835年初鋳である。小判型を呈する唯―の銅銭で、 6点出上している。文久永賓は1863年初鋳

で、字体により文久永賓・欠久永賓・文久永宝の 3種類に分類されるが、鋳造時期は同じである。文

久永賓40点、文久永賓44点、文久永宝 7′点が出土 している。これより新 しい近代の半銭 (5′点)。 一銭

(16点 )。 二銭 (4点 )も 出土 している。

墓娠からは銅銭の他に、鉄銭が大量に出土している。鉄銭は、寛永通賓鉄一文銭、寛永通賓鉄四文

銭、仙重通賓の 3種類がある。仙蔓通費は隅丸方形の鉄銭で、仙台領内でのみ通用したと言われてい

る。ただし錆による腐食が激 しいため、文字が読み取れるものは殆どなく、出上 した墓壊毎の正確な

銭種・枚数を確認することができなかった。出土重量は墓媛一覧表に示 した。

銭貨は、近世墓における副葬品の中で最 も出土する頻度が高 く、本遺跡においては225基 中175基

(780/O)で 出土 している。死者が三途の川を渡るときの渡 し賃 として銭貨を副葬する「六道銭」という

風習は民俗例からも知られているが、各墓壌の出土銭貨は 6枚ずつとは限らず、1～2枚のものもあれ

ば、数十枚 もの大量の銭貨を一度に埋納 した例も確認されている。制作年代 (初鋳年代)が判明してい

る唯―の資料であり、年代決定の材料として有効である。

本書では、各墓墳における出土銭貨のうち、最 も初鋳年代の新 しいものに着 目し、それによつて墓

娠の年代、すなわち埋葬年代を決定する根拠としている。古寛永の初鋳以来、約30～ 40年おきに新 し

い銭貨が発行されている。それに基づ くと、次のようにおおまかに7期 に分けることができる。
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2 出土遺物 (副葬品)

第 I期 17世紀前葉 渡来銭のみ・古寛永以降の後貨を含まない (～ 1636)

第Ⅱ期 :17世紀中葉 古寛永を含む 。～新寛永背文銭以降の銭貨を含まない (1636～ 1668)

第Ш期 :17世紀後葉 新寛永背文を含む 。～新寛永無背銭以降の銭貨を含まない (1668～ 1697)

第Ⅳ期 :18世紀前葉 新寛永無背銭を含む 。～新寛永鉄一文銭以降の銭貨を含まない (1697～ 1739)

第V期 :18世紀中葉 新寛永鉄一文銭を含む・～仙菖通賓以降の銭貨を含まない (1739～ 1784)

第Ⅵ期 :18世紀後葉～19世紀前葉 仙墓通賓を含む 。天保通賓以降の銭貨を含まない (1784～ 1835)

第Ⅶ期 :19世紀中葉以降 天保通賓以降の銭貨 (天保通賓・寛永鉄四文・文久永賓・明治銭など)を

含む (1835～ )

全225基 を、この7期で区分すると、 I期 8基 (3%)、 工期10基 (4%)、 Ⅲ期10基 (40/0)、 Ⅳ期79基

(350/O)、 V期 36基 (160/0)、 Ⅵ期18基 (8%)、 Ⅶ期17基 (80/0)、 不明47基 (220/0)と なり、Ⅳ期がピー

クとなる。区域別にみると、B区では124基のうち、 I期 5基 (B区の 40/0)、 工期 5基 (40/0)、 Ⅲ期 8

基 (60/0)、 Ⅳ期54基 (43%)、 V期 17基 (14%)、 Ⅵ期 7基 (60/0)、 Ⅶ期 6基 (50/O)、 不明21基 (18%)

である。D区では102基のうち、 I期 3基 (D区 の 3%)、 Ⅱ期 5基 (50/0)、 Ⅲ期 2基 (20/0)、 Ⅳ期25

基 (250/O)、 V期 19基 (19°/。 )、 Ⅵ期11基 (11°/。 )、 Ⅶ期■基 (110/0)、 不明26基 (250/O)と なっている。

煙管

掲載香号2001～2297(た だし2004・ 2005'2148～ 2150。 2293～2295は欠番)は煙管である。2001～

2003は完形品で、2006～2147は煙管雁首 (計 142点 )、 2151～2292は煙管吸口 (計 142点 )、 2296・ 2297は

破損のため部位が不明なものである。近世の一般的な煙管は、銅製の雁首・吸口を竹製の羅宇で接続

するタイプ (羅宇煙管)であったとみられるが、出土品の殆どは羅宇部分が腐食 して失われており、完

形で残存 した羅宇煙管は、2002(DttSZ25出 土)のただ 1点のみであった。2002は全長22.lcmであり、

これが当時の煙管の一般的な長さであるとみられる。雁首と吸回の出土点数が偶然にも等 しいが、単

独の遺構から雁首、または吸口のいずれかのみが出土することも多 く、対応がすべて見出せたわけで

はない。2001は延べ煙管と呼ばれるもので、羅宇部分 も金属で製作されている。全長23cmで通常の煙

管と大差ないが、羅宇は漆塗 りで装飾 (唐草模様 ?)が施されている。2003は 刀豆型 (な たまめがた)

と呼ばれる特殊な形態の煙管で、江戸時代後期のものとみられる。延べ煙管や特殊煙管は出土点数が

非常に少なく、使用した人物 も限定されると考えられる。

羅宇煙管の形態に関しては、古泉氏 (古泉1987)の 分類法を参考にして、江藤が下の表のように形態

分類を行なった。分類の大枠は古泉氏のものに倣い、雁首をⅡ類からⅥ類に分けた。(I類は本遺跡

では出上 していない)。 吸回は江戸遺跡研究会より発表されているもの (江戸遺跡研究会1992)に付随

した。工～Ⅵの分類を、さらに正a～ Ⅱcの ように細分 した。古泉氏が示 した各分類の年代は、 I類 :

16世紀末～17世紀初頭、工類 :17世紀前半、Ⅲ類 i17世紀後半、Ⅳ類 :18世紀前半、V類 :18世紀後

半、Ⅵ類 :19世紀以降となっている。当遺跡の出土品も、これに近い年代 と見ている。雁首142点 をこ

の分類に当てはめると、正類が18点、Ⅲ類29点 、Ⅳ頚27点、V類47点、Ⅵ類 17点、不明4点 となり、V
類が圧倒的に多い。
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2 出土遺物 (副葬品)

匝∃―匝団 ―匝國

匝コー匝國 ―匝回―日
|    |

匝憂ヨー区回

日 ―□ 一匹□ ―□ ―□
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工b

lc

ma

Ⅲb

Ⅲc

Ⅲd

Ⅳa

Ⅳb

Va

Vb

Vc

Vd

Ve

Ⅵa

Ⅵb

煙管は、天正年間 (1573～ 1592)に ポルトガル人によって伝えられたと言われる。喫煙の風習は急速

に普及し、慶長10年 (1605)頃 には庶民の間に広く流行するようになった。慶長12年 (1607)に は、江

戸幕府によって「禁煙令」が出されるが、喫煙の風習は留まることはなかったようである。東北の米沢

藩では、禁煙令が出された後の慶長17年、家中の病者・老人に薬として喫煙許可が出されたという記

録があり、薬として藩に公認されるという形もあったようである。国内での煙草の栽培については、

長崎県の桜馬場において禁煙令が出される前から始まっていたという記録がある。

煙管が副葬されていた墓媛は、全225基中131基 (58%)である。このうち、被葬者の年齢が判明した

ものは128基あるが、そのうち8基は未成人の墓であった。また性別の判明した112基についてみる

と、男性58基、女性54基であり、男女の比率はほぼ等しい。煙管が副葬されていた事実から、直ちに

被葬者の喫煙習慣を断定できるわけではないが、未成人の墓からも煙管が出土していること、被葬者

の男女比がほぼ等しいことは、当時と現在の喫煙習慣を比較する上でも興味深い結果である。
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煙管分類表

脂返しの傾斜がきつく、 I類に近い形態のもの。雁首に補強帯あり。小口に肩を持つ。

脂返 しの傾斜がⅡaよ り緩い。補強帯あり。小口に肩を持つ。

形態上はⅢ類。補強帯あり。小口に肩を持つ。

脂返 しの傾斜がきつい。補強帯あり。肩は持たない。

脂返 しの傾斜がⅢaよ り緩い。補強帯あり。肩は持たない。

脂返 しの傾斜がⅢbよ りさらに緩いもの。補強帯あり。肩は持たない。

脂返 しの反 り方はV類に近いものである。補強帯あり。肩は持たない。

形態上はШctt。 補強帯なし。

形態上はⅢdtt。 補強帯なし。

形態上はⅣbtt。 火皿の器高が小さい。

火皿の器高が高 くなり、脂返しが緩いもの。

火皿は大きく、火皿と首の接合円が長円形。

火皿と首が別途に製作され、火皿が首に乗る形。

火皿力Ⅵ 型ヽ化 していくもの。

火皿が小さく、首が肥大化しているもの。

火皿・吸国が小さく、首が肥大化 しているもの。
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鏡

2301～2370(2338～ 2340。 2344～2350は欠番)は鏡である。総数は60点である。材質別では、銅製

のものとガラス製のものがある。銅製鏡は円形鏡・柄鏡・方形鏡と3種類の形態があり、2301～ 2310(10

点)は円形鏡、23■～2337(27′点)は柄鏡、2341～ 2343(3′点)は方形鏡である。円形鏡は、鏡背に文

様が施され、鏡背中央には紐を通すための鉦を持つ。柄鏡は円形鏡に変わって近世に主流となった。

初期のころのものは円形鏡にそのまま柄を取り付けたような格好だったが、鉦がなくなり、鏡背全体

に文様が描かれるようになる。柄は長いものから短いものへと変化する。江戸時代後期には鏡台に取

り付ける家庭用の大型柄鏡が登場するが、出土品はすべて小型であり、主に個人用のものと見られる。

鏡背の文様は、蓬莱図・植物図・家紋図 。その他に分類することができる。蓬莱鏡図は12点 と最も

多く、続いて植物図が11点、家紋図が 7点、その他と不明が 5′点である。蓬莱図の図柄は、鶴・亀・

松など縁起を担ぐ物が多い。円形鏡は大半がこの蓬莱図で、柄鏡では3点、方形鏡で 1点出土してい

る。植物図は■点出上しているが、柄鏡は植物図が多く、円形鏡は 1点だけ出土している。いずれも

江戸時代に製作されたものとみられる。蓬莱図同様、図柄は縁起的なものが多く、松・竹・梅 。牡丹・

南天が見られる。家紋図は計 7点出土している①

柄鏡と方形鏡にみられる銘は、製作者を示すものとみられる。大半が藤原姓で、「藤原光永」銘が 5

点、「勝山藤原正歳」が 3点などとなっている。ただし同一の銘をもつものでも、その文字を観察する

と書体に微妙な違いがあることに気付く。例えば、「藤原光永」銘 (2317・ 2323・ 2327・ 2330。 2333)

の5点 を比較してみると、2330・ 2333で は「原」の文字の10画 目が トメになっているのに対し、2327では

10画 目が 9画 目に向かって戻してある。また「永」をみると、2330で は自然な払いであるのに対 し、

2327・ 2333で は 5画 目が上部に撥ね上がる。「勝山藤原正歳」銘でも、「原」・「山」などの文字に違いが

確認できる。このような違いは、銘が同一でも製作者が別で制作年代も異なり、いずれかが模倣品で

ある可能性も示唆する。制作年代が判明しているのは「中村因幡守藤原吉重作」銘 (2336)で、1650年

から1670年頃の物とみられる。2311・ 2321・ 2341・ 2343に は「天下一」の銘がみられる。これはそもそ

も、織田信長が職人の技術向上を促すために、一部の職人だけにこの称号を許可したことに始まるが、

無断で使用するものが後を絶たなかったため、1682年 (天和 2年 )、 江戸幕府により「天下一」銘の使用

禁止令が発布される。その後も「天下一」の銘を削り取るなどの加工をして使用され続けたようだが、

出土品の中にはそのような痕跡は確認できなかったため、禁止令以前の物である可能性が高い。

柄鏡は、出土した27点中半数近くの12点が柄の折れた状態であった。そのほとんどは柄の付け根か

らきれいに折れている。意図的に折り取つたかどうかは定かではないが、興味深い事実である。

2351～2370(20点 )は ガラス製の鏡である。厚さ l mm以下の薄いガラス板に薬品を塗布したもので、

髪鏡・ビードロ鏡といつた呼び方もある。ガラス製の鏡は中世末、煙管と同様に海外からもたらされ

た。出土品の年代については明確なことは分かつていないが、出土した19基 中18基 は鉄銭が共伴 して

おり、18世紀半ば以降に広く流通したものとみられる。

鏡が副葬されていた墓墳は、全225基中56基 (250/0)で ある。このうち被葬者の性別が判明した43基

についてみると、男性13名、女性30名 で、女性の比率は多いものの、必ずしも女性の墓だけに副葬さ

れた訳ではないようである。

刃物類 (小刀・刀子・小柄・包丁・鈍・布裁刀・和鋏)

2401～ 2460(2449は 欠呑)は刀類およびその他の刃物類である。
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2 出土遺物 (副葬品)

2437、 2448は小刀である。 2点 ともほぼ完形で、全長30cm程度である。2437(D ttSZ25出 土)は、小

柄 (2438)と 固着 した状態で出土 した。被葬者が生前に装着 した時の状況に近いとみられる。

刀子は20点、月ヽ柄は13点 出土 している。刀子・小柄は小刀よりも一回り小さく、全長20cm程度であ

る。小柄は柄部が銅板で巻かれてお り、植物などの文様が施されたものもある。

刀類以外の刃物 として、包丁・鈍・裁ち刀・和鋏などが出土 している。

2423・ 2430・ 2439。 2442の 4点 は包丁である。出上 したのはDttSZ3・ 30・ 39・ BttSZ77の 4基であ

るが、被葬者はいずれも男性であり、台所を預かる女性が多いと推測 していたが意外な結果である。

2457(DttSZ82出 土)は布裁刀と呼ばれる。刃部が九 くて短 く、一見包丁のようであるが、名称通

り布を裁つ刃物という意味で、着物を製作する時などに使用されたものである (小泉和子氏のご教示

による)。 被葬者は老年女性である。

2471～2492(22点 )は刃物 ?と して一括したが、正確な用途が不明のものである。大きさ・形状は

刀子と類似しているが、①中央部分で折れ曲がる、②刃部の断面形が「く」の字を呈する、という2つ

の特徴を持つ。他遺跡の報告例によると、剃刃、あるいは飾り金具などと言われている。前者とする

と全長が長すぎるようにもみられ、後者とすると屈曲の角度が90度 より広いために見栄えが悪いとみ

られる。ここでは断定せずに個別分類だけに留めておく。被葬者の性別は女性が若干多く、年齢層は

若年から壮年が多い。

2501～2534(25点 )は和鋏である。これは現在でも裁縫道具として使用され、形状に馴染みのある

ものである。被葬者のうち性別の判明したものは、女性11名、男性10名 で、男女の比率はそれほど変

わらない。

刃物類が副葬されていた墓壊は、全225基中80基 (36%)で ある。民俗例においては、邪気を祓う意

味で、被葬者に短刀を抱かせる埋葬例が報告されている。

その他の金属製品 (毛抜き。警・斧・金具類・火打金 。鉄鋼 。その他・不明)

2541～2554は毛抜きである。計14点 出上した。材質は銅製と鉄製のものがある。形状 。大きさは画

一的で、現在使用されているものとそれほど変わらない。

2560～2577警 。第である。計上8点 出上した。警は髪に挿す方の一端が 2叉に分かれ、反対側は耳掻

き状に加工されている。出土品はすべて銅製であった。警には毛髪が付着して出土した例も多く、埋

葬時に頭髪に飾られた状態であったことを示している。

2581～2615は金具類である。計35点出上した。箪笥などの家具や箱型の木製品に取り付けられ、成

形・装飾に用いられたと考えられる。典型的なものは、2586(BttSZ3出 土)の ように厚さ l mm程度の

方形の板状で、腹面には木材に固定するための突起をもつ。2586は背面側に軸を通すための筒状の加

工があり、喋番のように回転する構造であったと推測される。2607・ 2608(DttSZ30出 土)は装飾的な

形状が特徴で、2606は鍵を挿入し回転するための複雑な構造を持つ。2585(BttSZ3出 土)は、取り付

ける部位に応じて偏平な金具を折り曲げ加工したものと考えられる。金具類の殆どは、木質が付着し

た状態で出土しているが、箱全体が本来の形状を留めた完全な出土品がないため、箱のどの部位に取

り付けられ、どのような構造であったかなど、使用状況の詳細は不明である。2581～ 2587(BttSZ3出

土)、 2588～2590(BttSZ7出 土)、 2591～2594(BttSZ22出土)、 2604～ 2607(DttSZ30出 土)、 2609～

2613(DttSZ53出土)な ど、 1基の墓墳から複数の金具がまとまって出上した例が多く、一括して出

上したものはもともと何らかの形でひとつの木製容器を構成していた可能性が高い。

2621～2640(計20点)は火打金である。火起こしの道具で、火打ち石とセットで用いられた。多く
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の墓壊から、火打金とともに、火打石とみられる石英質の小礫 (表面には剥離の痕跡が多 く見られる)

も出上 している。火打ち金は厚さ 5 mm程度の板状のものが多い。形状を大 きく分けると、①小型・紐

を通すための孔を持ちぶら下げて携帯 したもの、②大型・木片にはめ込んで握れるようにし家庭で使

用 したもの、の 2通 りのタイプがあるようである。

2641～2647は上記以外の金属製品・不明品である。

2654、 2655は鉄鋼である。2654(DttSZ40・ 熟年男性)は 内耳鉄鋼で、内側の回縁部 3カ 所に耳をもつ。

2655(DttSZ50'熟 年女性)は片口鉄鍋である。口縁部には吊り手を取 り付けるための耳があるが、

吊り手部分は出土 しなかった。底部には突起があり、足の役割を果たしていたとみられる。 2点 とも

湯口部分の形状は不明である。鉄鋼は鋳直しされることが多 く、出土例は少ない。 2点 とも埋葬人骨

の頭蓋骨付近に出上 している。病変のある人骨と鉄鍋の出土を関連付ける鍋被 り葬の議論が注目を集

めているが、今回の成果も貴重な事例の追加 となる。

2642(BttSZ6出土)は鉄製の容器で、お歯黒壷 と思われる。形状は羽釜に類似 してお り、胴部中央

が鍔状にせ り出している。蓋が本体 と固着 し分離できないためソフ トレントゲンでの撮影を試みた

が、器壁がかなりの厚みをもつため内部を確認できなかった。BttSZ6の被葬者は壮年女性で、円形鏡

(2302)、 刃物 (2404)、 刃物 ?(2473)、 毛抜き (2541)、 警 (2562)、 磁器 (2704～ 2707)な どが副葬さ

れていたが、これらは化粧道具の一式であったと考えられる。副葬品は整然と置かれた様子で、お歯

黒壷は被葬者の後頭部付近に、他の副葬品は胸の前に置かれていた。

2649(BttSZ74出土)は銅製の容器で、髯水入れと思われる。出土時には漆の付着 した木質に覆わ

れており、タト見からは形状を確認できなかった。ソフトレントゲンを使用 して観察 したところ、髪水

入れと毛抜き (2545)、 さらにガヽ柄 (2422)が重なった状態で固着 していることが判明したため、木質

部分を慎重に剥がし、製品を分離 した。出土時には原型を留めていなかったものの、 3点の金属製品

は埋葬時に漆塗 りの箱物に入っていたと見られる。被葬者は男性 と鑑定されてお り、理髪職であった

可能性 も考えられる。

木製品

2671～2676は木製品である。提灯、第、櫛があり、いずれもB区の出土である。

2671'2672(BttSZ57出 土)は箱提灯 と呼ばれるもので、上版 (2671)と 底版 (2672)が蛇腹でつな

が り、中の空間に蝋燭を入れて使用するものである。出土時には上版と底版が重なり密着した状態で

あった。上版中央には、蝋燭を出し入れするための方形の小口があり、蝶番付 きの蓋で開閉する構造

である。木質部分の外面には黒漆が塗られている。底板中央には銅製の蜀台が取 り付けられ、使用時

のものとみられる蝋の痕跡 も確認することができた。

櫛 (2674・ 2675・ 2676)に は赤漆が塗られた痕跡がみられるが、剥落が著 しい。

第 (2673)は 欠損 してお り全体をみることができないが、漆による処理がされていたものとみられ

る。

なお、これらの他にも木製の容器とみられるものが複数の墓媛から出土 しているが、遺存状態が悪

いため掲載 していない。被葬者を収容 した棺箱の遺存状態が悪いことと考え合わせても、本遺跡の土

壌は木製品が残 りにくい性質のようであ り、埋葬時には多 くの木製品が副葬されていた可能性があ

る。

陶磁器・土製品・石製品
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2 出土遺物 (冨1葬品)

2701～2751は 陶磁器類 ・土製品・石製品である。

陶磁器類 は皿 ・碗 な ど計41点出土 している。特 に多 くみ られ るのが肥前産 の紅皿で、10点 (2701・

2702・ 2711・ 2722・ 2723・ 2727・ 2733・ 2734。 2739・ 2750)出土 している。 これ らはほぼ同一の形状

を してお り規格 品であった ようだが、製作 された19世紀前～中葉 には広 く流通 し、墓 に副葬す ること

もほぼ習慣化 していた とみ られる。2727を 除 き、被葬者 はすべ て女性であった。 また、2737(磁器小

碗)は 、内面 に紅が付 着 してお り、紅皿 として使用 された もの と思 われる。他 に も小碗が数点出土 して

いるが、 これ らも紅皿 として使用 された もの とすれば、紅皿の副葬率かな り高かったことが窺 える。

BttSZ6か ら出土 した磁器類4点 (2704～ 2707)は、化粧道具の 1セ ッ トであった とみ られる。その他 で

は、皿・碗 な どが数点出土 しているほか、灯明具である陶器乗燭 (2732)が出上 している。

土製品は、瓦器小皿 (2715)、 土製人形 (2708・ 2719。 2725。 2726)が 出土 している。土製人形が出

上 した墓渡 3基の うち、 2基 (BttSZ9・ 99)イよ幼児 の墓であ る。

石製品は、硯 2点 (2712・ 2721)が出土 している。

なお、陶磁器類・土製 品・石製品については、墓壊以外 の出土 品 と合 わせ て第 1分冊 にも掲載 されて

いるので、 こち らも参Лくして もらいたい。

(川 又・江藤 )
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谷畑美帆・鈴木隆雄獨盟『考苦学のための苦人骨調査マニュアルJ学生社

永井久美男編1996『 日本出土銭総覧』兵庫埋蔵銭調査会

永井久美男編1997F近世の出土銭 I― 論考編―』兵庫埋蔵銭調査会

永井久美男編1993『近世の出土銭亜―1分類図版篇―』え臨理蔵銭調査会

鈴木公雄1999『出土銭貨の研剣 東京大学出版会

鈴木公雄2002「銭の考古学』吉川弘文館

たばこ―と塩の博物館1988Fきせる』

小林達雄監修1994『柄鏡細 刀水書房

提信久1992「江戸時代の柄鏡とその鑑賞』

府中文化振興財団1996『特別展 江戸の粋工柄鏡』府中文化振興財団・府中市郷上の森

中村政樹1969『 日本の美術 第鬱号 和銭』至文堂

久保智康1999『 日本の美術 第3銘号 中世 。近世の鏡」至文堂

小泉和子1999『道具と暮らしの江戸時代』吉川弘文館

小泉和
―
子2000『家具 日本真小百科』

遠藤武・薗部澄1964『 日本の民具.第 1巻』慶友社

V まとめ
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墓嬢一覧表 墓墳 。人骨 (1)

遺構名 グリッド 平面形 長軸方向 曲
くｃｍ＞

蜘
くｃｍ＞

騰
くｃｍ＞

底部標高
(m)

年齢 性 別 埋葬姿勢 頭位方向 顔面方 向
備考

(墓坑  人骨 )

Ⅱ D95 楕 円形 N-09°  一MI 19600 熟 年 男 性 横臥屈葬 東

SZ2 I D73 正方形 N-64° ―W 看 年 女性 再 葬 木箱

B ttSZ3 I D74 正方形 N-43° ―E 19320 熟 年 男性 ? fr「 臥用葬
B匝至SZ4 I D74 正 方 形 N-11°  ―E 壮 年 女性 構 臥用 葬 西

BttSZ5 I D84 円 形 N-79° ―E 騨 9090 壮 年 女性 構 率 】監 西

BttSZ6 ID84 94 長 方 N-25° ―E 102 壮年 女性 葬 東

BttSZ7 I D84 楕 円 N-07° 一E 32 9500 熟年 女性 横 臥屈葬 東

BttSZ8 I D73 正方形 N-68°  ―W 49 12 9660 】士年 男性 再葬

BttSZ9 I D83 正方形 N-04° 一W 72 幼児 不 明 不 明 不 明 万`町

BttSZ10 Ⅱ D74 楕 円形 N-20°  ―E 97 69 8980 壮年 女性 横 臥屈葬 東

BttS211 I D83 円形 N-47° ―W 72 壮年 女性 座屈葬 南

BttSZ12 Ⅱ D84 楕 円形 N-34° 一E 15 73 19660 小明 横 臥屈葬 西

B ttSZ13 ID83 84 楕 円形 N-50° 一W 19460 横 臥屈葬 西

B ttS214 I D64 正方形 N-75° 一W 19260 熟 年 lAIA屈 葬 不 明

BttSZ15 I D73 正 方形 N-33° 一E 99 19780 性年 女 圧屈葬 不 粥

BttSZ16 ID73 83 長 方 形 N-80° ―W 132 小児 舅卜弓 不 明 不 明 不 明

BttSZ17 I D94 長 方 形 N-20° ―E 128 熟 年 男 葬 西

BttSZ18 I D84 正方形 N-00° 一E 9 熟 年 女性 P 萱LI 西

BttSZ19 ⅡD83 84 不 明 不 明 万くR 不 明 不 明 19690 熟 年 男性 横 馴

BttS220 I D74 楕 円形 N-00°  一E 19350 若 年 女性 横臥屈葬 東

BttSZ21 ID73 83 不 明 不 明 不 明 不 19330 熟 年 男性 座屈葬 買

B優至SZ22 ⅡD73 83 不 明 不 明 不 明 不 母 19350 熟 年 男 性 座屈葬 東

BttS223 I D94 小 明 不 明 不 明 万くり 19440 熟～老年 男性 ? 横臥屈葬 東

BttSZ盟 I D95 長方形 N-02°  ―M「 壮 年 女性 横 臥屈葬 西

BttSZ25 I D83 長方形 N-13°  一E (761 不 明 不 明 不 明 不 明

BttSZ26 I D83 正方形 N-56°  一E 19410 不 明 不 明 小明

BttSZ27 ■D82 正方形 N-12°  一W 19080 壮 不明

BttSZ28 Ⅱ D93 楕 円形 N-12°  ―Mア 19290 ,L 西

BEESZ29 lI D93 正 方 形 N-54°  ―E 9150 熟 不明

B恒こSZ30 II D73 不 明 不 明 ラ下F 不 明 壮 年 ‖生 南 不明

B厄至SZ31 I D73 正方形 N-35° 一E 熟年 男性

BttISZ32 I D85 楕 円形 N-00° 一E 123 820 】士年 男性 西

B優こSZ33 I D84 正方形 N-47° 一W 年 女性 不 明 不 明 不

BttSZ34 I D84 長方形 N-30°  一E 未成人 不明 不 明 不 明 不 月

BttSZ35 I D75 円形 N-85° ―E 19690 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨な し 人骨なし 人骨

BttSZ36 I D85 楕 円形 N-35°  一E (103〕 19750 不 明 横 臥屈葬 ゴヒ 西

BEttSZ37 I D85 円形 N-90°  一E 座屈葬 西

BttSZ38 I D95 楕 円形 N-66°  一W 19420 】土 横臥屈葬 東

BttS289 正方形 N-53°  ―W 19760 横臥屈葬 東

BEttSZ40 史春 史 番 欠香 欠番 欠番 欠番 欠番 欠香 欠番

BttSZ41 Ⅱ D73 N-50° ―W 102 19410 幼 不 明

BttSZ42 I D73 18790 熟 年 不 明

BttSZ43 Ⅱ D83 正方形 N-64° ―W 104 19150 壮 年 不 万くΠ
BttSZ44 ID74 75 正方形 N-09° 一W 19500 熟年 性 不 万くR
BttSZ45 I D75 楕 円形 N-84° ―E 19600 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な 1 人骨 な し

BttSZ46 I D94 楕 円形 N-35°  ―E 19490 壮年 男性 伏 臥屈

BttSZ47 I D94 楕 円形 N-58°  一E 92 56 100 年 女性 座屈葬

BttSZ48 ID85 不整形 N-84°  一W 145 44 19460 】士年 横臥屈葬 東

BttSZ49 ID75 85 円形 N-04°  一M「 157 19860 横 臥屈葬 東

BttSZ50 Ⅱ D72 円形 N-03°  一E !44 136 ミ明 不 明 不 明 不 明

BttSZ51 I D72 円形 N― %°  ―E 19400 不 明 不 明 不 明

BttS252 I D95 楕円形 N-10°  ―E 仰 臥屈葬 東

BttSZ53 I D85 楕 円形 N-40°  一E 19310 仰臥屈葬
BttSZ54 Ⅱ D72・ 82 円 形 N-18°  一E 不明 不 明

B優至SZ55 Ⅱ D82 正 方 形 N-55°  ―W (43) 1937Э 人骨 な し 人管 な 1シ 人骨な し 人骨 な し 人骨 な し

B恒至SZ56 ⅡD76 86 上 方 形 N-17° 一W 124 19000 壮 年 女 :足 葬 南

B彊至SZ57 IID75 76 不整形 N-60° ―W 105 18900 若 年 女 性 横臥屈葬 東

B涯至S258 ⅡD72 73 正方形 N-35° ―E 95 19050 熟 年 座屈葬

B優こS259 ID72 73 円形 N-00°  一E 108 19100 壮 年 女性 不 明 不 明 万` 珂

BttSZ60 ID62 72 円形 N-20°  一E 90 18790 壮～熟年 不 明 不 明 不 明 不 朝

BttSZ6] ID84 85 楕 円形 N-80° ―E 150 壮年 男性 不 明 不 明 不 明 61B 【年

BEXISZ62 I D72 正方形 N-72°  ―W 男性 座屈葬 不 明

BEXIS363 I D71 円形 N-81°  一E 19180 不 明 不 明 不 明 不 明 不 明

B彊至SZ64 I D73 楕 円形 N-19°  一E 19110 熟 年 男‖ ? 不 明 不 明 不 明

B[至 SZ65 I D85 円形 N-55° ―W 19030 骨なし 骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨な し 人骨 な し
BttSZ66 楕 円形 N-82°  ―E 19260 熟 年 男性 横 臥屈葬 東 南

BttSZ67 I D82 楕 円形 N-43°  ―E 19100 成人 不 可 横 臥屈葬 東

BttSZ68 I D72 正 方 形 N-75°  一M/ 102 19260 老年 男 屋 葬 南

BttSZ69 I D83 円 形 N-71°  一W 19040 老年 ミ明 厚 不 明

BttS270 I D85 橋 円形 N-33°  一E (100) 不 明 葬 】ヒ 西

BttSZ71 工D85 円形 N-13°  一W 100 19590 世年 女性 屈 葬 真

B優三SZ72 ID82 83 円形 N-51°  ―E 18940 熟年 男性 座屈葬

BttISZ73 I D72 正方形 N-79°  一耶「 204 86 18700 黎～老年 女性 ? 不 明 不 朝

BttSZ74 ⅡD74 75 楕 円形 N-24°  一E 18740 性年 男性 横 臥屈葬 】ヒ 西

BttSZ75 ⅡD93 94 正方形 N-35°  ―E 19190 熟年 男1生 座屈葬

BttSZ76 I D93 楕 円形 N-49° ―W 135 19 2ηЭ 女性 ? 不 明 不 明 不 明

BttSZ77 I D84 楕 円形 N-42° ―E 130 19140 世～熟年 男性 ? 横臥屈葬 東
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墓壊一覧表 墓境 。人骨 (2)

遺構名 グリッド 平面形 長軸方向
騨
くｃｍ

鰤
ぐｃｍ，

騰
くｃｍナ

底 部標 高

(m)
年 齢 ‖生】U 埋葬姿勢 頭位方向 顔面方向

備考
(墓坑 人骨)

B ttSZ78 E D72 楕 円形 N-69°  ―W 19420 熟～老年 十不 明 不 明 不 明 不 明

B ttSZ79 ⅡD62 72 正方形 N-52°  一都「 12 84 18870 成 人 座屈葬 不 明

BttSZ80 Ⅱ D72 楕 円形 N-64°  一W 別 19340 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な し

BttS381 I D73 正方形 N-20°  一E 19240 熟 年 女 性 座屈葬 不 明

BttSZ82 Ⅱ D74 楕円形 N-28° 一W 142 19360 熟年   十女性 伏臥届奔

BttSZ83 I D74 円形 N-52° ―W (106〕 19280 熟 年 男性 不 明

BttSZ84 I D72 N-44° ―W 100 18960 壮～熟年 女性 不明

BttSZ85 I D74 ]Л珍 N-17°  ―E 143 】士年 女性 横臥屈 葬 西

BttSZ86 Ⅱ D71 楕 円形 N-55°  一E 19470 熟 年 男 不 明 不 明 不 朝

BttS287 I D75 楕 円形 N-46° 一E 27 19280 熟 隼 葬 東

B[猛 SZR8 I D75 楕 円形 N-14° 一E 壮～熟年

B EttSZ89 I D95 正方形 N-47° ―E 14 1士 年 男 横臥屈葬 西

B EXISZ90 ID85 95 楕 円形 N-26°  ―E 熟 年 男 横臥屈葬 東

BttSZ91 I D86 長方形 N-58° 一W 20 熟年 男 横臥屈葬 西 南 木構

B[至 SZ92 I D86 円形 N-30°  一E 1 9210 仕年 男性 座屈葬 西

BttS293 I D75 円形 N-04°  一E 9620 人骨 な し 骨 な し 人骨 な し 人骨な し 人骨 な し 人骨 な し

B透こSZ94 I D82 骨円形 N-45°  ―E 14 幼 児 不 明 不明 不 明 不明

BEttSZ95 I D86 楕 円形 N-28°  一E 壮 年 女性 横臥屈葬 東

BttSZ96 I D75 不整刃 N-73°  ―E 43 人骨 な し 骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な L 人骨 な し

BEttSZ97 ID83 93 雪円 N-18°  ―W 壮 年 男性 横臥屈葬 】ヒ 西

BttSZ98 ID83 93 不 率 N-52°  一MI 9020 熟年 男性 座用 葬 】ヒ

BttS299 E D72 刀ミ吋 不 明 不 明 不 明 幼児 不 明 不 明 不 明 不 リ

BttSZ100 Ⅱ D86 楕 円形 N-31°  ―E 99 72 恐 年 ズ
′
1生 腔 奔 西

BttSZ101 E D72 楕 円形 N-74°  一都「 熟 年 男 性 座屈葬 不 明

B ttSZ102 ⅡD74 75 正方形 N-16°  一E 熟
`

男性 座屈葬 西

BttSZ103 Ⅱ D75 正方形 N-3研 ―E 94 9400 不 明 仰臥屈葬

BttSZ104 Ⅱ D53 楕 円形 N-27°  一E 99 19950 不 不 明 不 明 不 明 不 明

BttSZ105 Ⅱ D53 楕 円形 N-10°  一E 60 9 19990 不 明 く明 不明 不 明 不 明

BttSZ106 I D41 惰円形 N-57°  ―E 4 73 6 19900 不 明 く明 不 明 不 明 不 明

BttSZ107 I D73 不 明 不 明 不 明 11 19040 熟年 女性 石 明 不 明 不 明

BttSZ108 Ⅱ D51 円形 N-01° 一E 19100 熟～老年 不 明 不 明 不 明 不 明

BttSZ109 I D65 円 形 N-62° ―W 6 19300 幼児 不 明 不 明 不明 不 明

BttSZl10 ID86 87 楕 円形 N-04° ―W 18690 不 明 不 明 再葬

BttSZll】 ⅢD05 長 方 形 N-36° 一E 19150 熟年 女 性 不 明 不 明 不

BttSZl12 I D87 楕 円形 N-45°  一W 18850 ,昨年 女14? 不 明 不 IIB コミ月

BttSZll I D77 円形 N-22°  ―E 1 18040 杜年 女 性 不 明 示 明 不 明

BttSZl14 I D77 楕 円形 N-25° 一E 75 18950 熟 年 男 性 座葬 南

BEXISZll I D77 楕 円形 N-07°  ―W 63 19070 】士年 女‖生 横臥屈葬 南 西

BttSZl16 I D78 楕 円形 N-70° ―W 19200 て1生 不 明 不明 不 明

BttSZl17 I D77 楕 円形 N-23° 一E 84 成 人 不 明 不 明 不 明 不 明

BttSZl18 I D77 長方形 N-39°  ―E 66 ,L年 不 明 不 明 不 明 不 明

BttSZl19 I D87 円形 N-66°  ―W 19250 幼児 不 明 不 明 不 明 不 明

B優至SZ120 I D87 円形 N-61°  一W 106 41 19800 壮 年 女 性 不 明 不明 不 明

BttSZ121 I D77 円形 N-10° 一E 124 67 19050 熟年 女 性 座屈葬

B涯こSZ122 I D95 精 円形 N-28° 一E 128 と8850 壮 年 男 性 仰臥屈葬

B涯こSZ123 I B20 楕 円形 N-10°  ―W 9 不 明 不 明 再葬

BttSZ124 I D62 不 明 N-03°  一E 2 20150 不 明 不 明 史葬

DttSZl Ⅳ F40 楕 円形 N-40°  ―E 壮年 女性 仰 臥屈 募

DttS22 Ⅳ F40 円形 N-40°  ―E 18970 壮年 す 件 屋尼 寡

D ttSZ3 ⅣF39 40 脩円形 N-27°  ―E 80 18670 蝉 男 性 構臥屈葬 】ヒ 東

D ttSZ4 Ⅳ F39 不整形 N-52° 一W 184 156 18770 成人   | 不 明 不 明 示明 不 明

DttSZ5 Ⅳ F37 正方形 N-19°  ―E 5 lυ 6bU 壮年  十女 再 葬 一斗缶

DttSZ6 Ⅳ F39 正方形 N-43°  ―E (106) 18850 壮～熟年 十不 明 不 明 不明 不 明

DttSZ7 Ⅳ F39 正方形 N-35°  一E 熟年 女 座屈葬 不 明

DttSZ8 Ⅳ F39 円形 N-70°  一W r981 19100 小児 不 明 不 明 小明 不 明

DttS29 Ⅳ F38 円形 N-21・  ―W 18890 成 人 不 明 不 明 不明 不 明

DttSZ10 Ⅳ F38 脩円形 N-17▽  ―E 19250 人骨 な し 人骨 な し 人骨 な し 人骨な し 人骨 な し 人骨 な し

DttSZll Ⅳ F39 円形 N-46V 一E 19160 不 明 不 明 不 明 不 明 不 明

DttSZ12 Ⅳ F39 円形 N-40‐  ―E 120 18790 成 人 不 明 不 明 小 明 不

DttSZ13 F Ⅳ29 円 形 N-35マ  ーE 18680 熟 年 男 性 座屈葬

DttSZ14 Ⅳ F29 不 明 不 明 不 明 不 明 小児 不 明 不 明 不

DttSZ15 Ⅳ F29 不 明 不 明 不 明 不 明 18770 壮 年 女t 葬 】ヒ 東

DttSZ16 Ⅳ F18 楕円形 N-10°  ―Ⅵ「 19320 小 児 不 葬 】ヒ 東

D ttSZ17 ⅣF30 40 不 明 不 明 不 明 不 明 18860 壮 年 女 西 南

D ttSZ18 Ⅳ F28 長楕 円形 N-51°  一E 227 19190 熟 年 男 仰臥伸展葬

D ttSZ19 Ⅳ F29 円形 N-29°  一E 105 19110 成 人 7【呵 横臥屈葬 不 明

D低乙SZ20 Ⅳ F29 楕 円形 N-71°  一覇「 不 明 不 明 不 明

DttSZ21 Ⅳ F19'29 楕 円形 N-46°  一E 132 19180 壮～熟年 男 性 横臥屈葬 ゴヒ 西

DttSZ22 Ⅳ F40 楕 円形 N-34°  一E 18750 熟 年 男性 横臥屈葬 南 不 明

DttSZ23 ⅣF29 39 楕 円形 N-43・  ―E 19080 成 人 不 明 不 明 不 明 不 明

DttS224 ⅣF18 28 不 明 不 明 不 不 19180 熟～老年 男性 座屈葬 不 明 不 明

DttSZ25 Ⅳ F18 楕 円形 N-41マ  ーE 壮～熟年 男性 ? 横臥屈葬 西

DttSZ26 Ⅳ F38 不整形 N-11‐  一E 18920 壮～熟年 く明 不 明 不 明 不 明

D厄至SZ27 Ⅳ F49 不整形 ―耶「 235 18420 熟 年 女性 不 明 不 明 不明

DttSZ28 Ⅳ F28 円 形 N-4( ―E 19060 壮 年 女セ 座屈葬

DttSZ29 Ⅳ F18 楕 円 N-16マ _E 19320 成 人 不 明 不 明

DttSZ30 Ⅳ F17 楕 円 N-21°  一E 熟 年 男 不 明
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墓境一覧表 墓境 。人骨 (3)

遺構 名 グリッド 平面形 長軸方向 騨
働 鰤

ぐｃｍ＞
綺
＜ｃｍ＞

底部 標 高

(m)
年齢 ‖生房U 埋葬姿勢 頭位方向 顔面方 向

備考

(墓坑  人骨 )

DttSZ31 Ⅳ F17 橋 円 N-22・  ―W 19010 壮 年 女 性 横臥屈葬 西

DttSZ32 Ⅳ F28 1楕 円 i N-05▽ ―W 19330 熟～老年 男性 ? 横臥屈葬 不 け

DttSZ33 ⅣF37 38 楕 円 N-12マ ーW 7 19210 熟 年 男性 横臥屈葬 西

DttSZ34 Ⅳ F38 不整形 N-59マ  _w 18660 熟～老年 不 明 不 明 不 明 不 明

DttSZ35 Ⅳ F18 楕 円形 N-20°  一W 熟 年 女性 座屈葬 不 明

DttSZ36 Ⅳ F17 楕 円形 N―寄
° ―E 142 19140 熟 年 男性 横臥届葬 東

DttSZ37 Ⅳ F18 楕 円形 N-10°  一E 社 年 横臥屈葬 西

DttSZ38 Ⅳ F49 円形 N-12°  一E 屈 葬 不 明

DttSZ39 Ⅳ F17 円形 N-09° ―W 19160 横臥屈葬 不 明

D ttSZ40 Ⅳ F17 楕 円形 N-27。  一E 19060 ,L年 葬 東

D ttSZ41 Ⅳ F29 長方形 N-57°  一W (195) 18930 熟年 性   |
D ttSZ鬱 ⅣF27 28 不 率 形 N-55マ  ーWI 18960 人骨 な し 骨 な し | 人4 人 赤 1´ 人骨 な 1ン

DttSZ43 Ⅳ F37 不 明 不 明 万く同 不 明 18710 若年 ぐ陛 ? 不 明 万くH 万く見

DttSZ44 Ⅳ F39 橋 円形 N-52▽ ―W 19160 不 明 く明 不明 アミ朗

DttSZ6 Ⅳ F29 糖 円形 N-39マ ーW 7 18690 壮 ～熟年 く明 横臥屈葬 封ヒ 東

DttSZ46 Ⅳ F29 楕 円形 N-33°  ―E 18770 熟年 性 横臥屈葬 】ヒ 東

DttSZ守 ⅣF17 18 円形 不 明 不 明 19010 熟年 性 座屈奔 不 明

DttSZ48 Ⅳ F18 楕 円形 N-37°  ―E (75〕 19100 イ
性 横 臥屈葬 東

DttSZ49 Ⅳ F17 円形 N-32°  一E (801 座屈葬

DttSZ50 ⅣF20 精 円形 N-26°  一E 191101 憤臥屈葬 東

DttSZ51 ⅣF29 不 明 不 明 不 明 不 明 63 18660 不 明

D ttSZ52 ⅣF39 40 不整形 N-56°  ―E 18850 壮 年

D ttSZ53 ⅣF30 ヨ円形 N-42マ  ーW 130 74 18880 壮～熟年 男性 小 明 不 不 明

DttSZ54 Ⅳ F27 ヨ円形 ―E 196 19140 不 明 不 明 下 明 不 不 明

DttSZ55 ⅣF29 30 円 形 N-42V ― 62 18730 壮 年 女 性 茎屈葬 南

DttSZ56 ⅣF28 楕 円形 N-31 ―E 132 18890 卜児 不 明 陵臥屈葬 西

DttSZ57 ⅣF29 39 円形 N-38マ  ーE 18800 熟 年 男性 陵臥屈葬 不 明

DttSZ58 ⅣF39 楕 円形 N-26マ  ーW (120Ⅲ 18930 壮 年 女性 陵臥屈葬 不 明

DttSZ59 ⅣF49 楕 円形 N-50°  一Mた 18400 成 人 女性 ? 下明 不 明 不 明

DttSZ60 ⅣF48 49 楕 円形 N-40°  ―耶「 (120) (87) 18840 不 明 不 明 下明 不 明 不 明

DttSZ61 ⅣF29 不 明 不 明 不 明 不 明 18660 熟 年 性 下明 小 明 不 明

DttSZ62 ⅣF29 不 明 N-42°  一W (123) 54 下明 不 明 不 明

DttSZ63 ⅣF29 楕 円形 N-48°  ―E 44 不 明 不明

DttSZ64 ⅣF29 楕円形 N-57°  ―E 44 19100
D ttSZ65 ⅣF39 楕円形 N-30。  一E 19250 不 明

DttSZ66 Ⅳ F19 円 形 N-39▽  ―E 103 老 年
′
性 粟 】ヒ

DttSZ67 (宅ξ 欠 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠 欠

DttS268 欠 欠香 欠番 欠香 欠番 欠番 番 欠 k
DttS269 Ⅳ F28 楕 円形 N-33マ ーE 107 19440 人骨 な し 人骨 な し 骨 な し 人骨 な κ骨なし 人管 な し

DttSZЮ ⅣF49 50 楕円形 N-20マ ーE 42 18880 不明 不 明 明 不 明 不 明

DttSZ71 ⅣF30 40 不 明 不 明 舅` 局 男 性 明 不 明 不 明

DttSZ72 ⅣF30 40 不 明 下明 刀【射 小明 不 明 明 不 明 不 明

DttSZ73 ⅣF30 40 不明 不 明 不 明 不 け 1 女性 明 不 明 不 明

DttSZ74 Ⅳ F37 不 明 不 明 不 明 不 明 18710 性 屈葬

DttS275 Ⅳ F17・ 18 不明 不 明 不明 不 明

至SZ76 Ⅳ F17・ 18 不 明 不 明 不 明 不 明 葬 東

SZ77 ⅣF17 18 不 明 不 明 不 明 不 明 18900 不 明

SZ78 不明 不 明 不 明 不 明 18710 不 明

DttSZ79 ⅣF46 楕 円形 N-40・  ―E 19160 壮～熟年 東

DttSZ80 Ⅳ F58 楕 円 160 18920 壮～熟年 西

DttSZ81 ⅣF49 59 宿 円 N-27‐ ―E 18930 成 人 万`E

DttSZ82 ⅣF27 止 万 N-41‐  ―E 18790 老 年 女性 Z屈葬 万く珂

DttSZ83 ⅣF26 円形 N-47マ  ーE 18900 熟 年 男性 笞屈葬 7卜司

DttSZ84 ⅣF27 楕 円形 N-33‐  ―E 103 年 女性 ? 下明 不 明 不 明

DttSZ85 ⅣF37 円形 不 明 不 日 熟 年 臥屈葬 耳ヒ 東

DttSZ86 ⅣF26 36 不 明 不 粥 不 明 不 可 E届葬 不 明

DttSZ87 ⅣF27 37 不 明 不 明 不 切 不 明 不明 E屈葬 不 明

DttSZ88 ⅣF27 不 明 不 明 不 明 105 南

DttSZ89 ⅣF36 楕 円形 N-39°  一E ユ 不 明

DttSZ90 ⅣF23 33 不整形 N-54°  ―E 19000 不 明 不 明

DttSZ9 ⅣF27 不 明 不 明 108 19000 不 明

DttS392 ⅣF27 円形 N-64・  ―E 19010 壮年 南

DttSZ93 ⅣF26 27 正 方 形 N-67・  ―E 壮年 性 南

DttSZ94 欠 巻 欠呑 t蕎 欠香 欠番 欠番 欠番 番 欠番 番 欠呑 t;摯干

DttSZ95 ⅣF29 正 方形 N-54・  ―E 18820 仕年 女性 匹屈葬 南

DttSZ96 Ⅳ F29 不 明 万` 月 万く司 不 明 18770 性年 男性   1不 明 不 明 不 IH

DttSZ97 Ⅳ F29 不 明 万く巳 不 Ю 18770 ‖と～熟年 不明   1不 明 く明 不

DttSZ98 Ⅳ F29 不 明 不 明 不 明 不 20 18770 性～熟年 女性   1不 明 く明 不 明

DttS299 欠番 欠番 久番 欠 香 欠 欠 香 番 欠香   | 番 欠番 欠番

DttSZ100 ⅣF37 不 明 不 明 不 明 不 明 90 18710 不明 不明   | 明` 不 明 不明

DttSZ101 h F37 不 明 不 明 不 明 不 明 90 18710 熟年 不明   | く明 示 明 不明

DttSZ102 欠香 欠番 欠番 欠番 久番 欠呑 史碁 | 春 番 | 番 番

DttSZ103 ⅣF19 20 不明 不 明 不 明 不 切 19110 人
|

く明 不明 不明

DttSZ104 ⅣF19 20 不明 不 明 不 明 不 明 19110 不 明 | 不明 不明

DttSZ105 ⅣF19 29 不明 不 明 不 明 示 明 19110 熟年 | 不明 不明

DttS2106 ⅣF02 楕円形 N-50° 一E 19270 仕～熟年 | 示 | 不明

D ttSZ107 ⅢF92 不明 不 明 6 19480 下明 日 不明
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墓媛一覧表 副葬銭 (1)

遺構名 渡来依 古寛永
新寛永

寸
新寛永

新寛永
鉄一文

新寛永
四文

仙亘
通賓

天保
通費

新寛永
鉄四文

久

賓

文

永
明治

銭

銅錢

不明

鉄銭

(宣 )

備 考

BttSZl 2

BttSZ2 6 4 l 2 5 11

SZ3 l 5

SZ4 5 1

BttSZ5 1 6 1

BttSZ6 l 2 3

BttSZ7 4 1

BttSZ8
BttS29 ○

BttSZ10 1

BttSZH ○

BttSZ12 3 1 7

8区 SZ13 1 5

B ttSZ14 1 6 l 1

BttS215 4 10 C 3 9

BttSZ16 ( 10

BttSZ17 1 1 1

BttSZ18 l 1 2

BttSZ19 2

BEこSZ20 1 ユ

B優こSZ21 1 ○ 1 13

BttSZ22 1 9

BttSZ23

BttSZ24 3 3

BttSZ25 2

SZ26 C 68

SZ27 I 7 l 54

BttSZ28 3 2 5 と

BttSZ29 C
BttSZ30 t

BttSZ31 124

BttSZ32 銭貨 な し

BttSZ33 銭貨なし

BttSZ34 3

BttSZ35 2 3

BEXISZ36 1 1

BttS237 1 1 3 4

B[至 SZ38 l 2 ○ 12

BttSZ39 銭貨な し

BI■ SZ40 欠番 欠番 欠番 欠香 欠番 久番 欠香 欠 交 欠 欠番 欠番 欠番 欠番

BttSZ41 ○

BttSZ42 l 2 1 3

BttIS243 C

B優こSZ44 3 2 1

BttSZ45 5

B優至SZ46 銭貨な し

BttSZ47 1 3

BttSZ48 2 4

BttS249 銭管 な し

SZ50 l l

SZ51 2

SZ52 3 1 2

BIZSZ53 1 1 2 2

BttSZ54 2 3 6 5

BttSZ55 1 1 7 2

BttSZ56 l 9 2 7

BttSZ57 [ 2

BttSZ58

BttSZ59 5 lC 1

BttS260 C
BttSZ6ユ 7 3

B[至SZ62 ○

BttSZ63
BttSZ64 1 2

BttSZ65 2 1

B 2 1 1

BttS267
BttSZ68 〇

BttSZ69

BttSZ70 7 2

BttSZ71 4 4 1

BttSZ72 1 1

BttSZ73 1 19

BttSZ74 1

BttSZ75 1 6 2

BttSZ76 銭管 な し

BttS277 7
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墓墳一覧表 副葬銭 (2)

遺構名 渡来銭 古寛永
永ヽ寛

文

新
新寛永

新寛永
鉄一文 綴」

仙重

通費

天保
通寅

新寛永

鉄四文

久

寅

文

永
明治

銭

銅銭

不明

鉄銭

(g)
備考

BttSZ78 3

BttSZ79 ○

BttSZ80 5

BttS281 l 1 1

BttSZ82 l 4 〕

BttSZ83 l 4 ] 3

B厄至SZ84

BttSZ85 6

BttSZ86 銭貨 な し
BttSZ87 1 2 2 9

BttSZ88 2 1 9 2

BttSZ89 銭貨 な し

BttS290 1

BttSZ91 2

BttSZ92 1 ○ 2

BttS293 銭管 な し

BttSZ94 2 5

BttSZ95 銭貨 な し

BttSZ96 1

B ttSZ97 7 3 l 1

B ttSZ9息 1 4

B ttSZ99 2 6
BI∠SZ 3 1 12 3

BttSZ 銭貨 な し

BttS2 13

BttSZ 1 1

B優こSZ
BttSZ105

B透至SZ106 銭 省

BttSZ107 l 5 4 2 4

B[至 SZ108 銭貨 な し

BttSZ109 銭貨 な し
BttSZl10 3 ○ l 3

BttSZl] 銭貨 な し

BttSZl12 銭貨 な し
BttSZ 3 5 27 1

BttSZl14 5

BttSZ 5 2 6 1

BttSZl16 C 86

BttSZl17 ○

BttSZl18 1 4 8

BttSZl19

BttSZ120 4

BttSZ121 t 1

B優こSZ122 2 t

BttSZ123 銭貨 な し
BttSZl% 銭貨 な し

DttSZl 1 4 1

DttSZ2 2 2

DttSZ3 ○

DttSZ4 4

DttSZ5 5

DttSZ6 C
DttSZ7 7 ○ 567
DttSZ8 235
DttSZ9 1 5 276
DttSZlo 銭貨 な し

DttSZH 13

DttSZ12 1 2 l

DttSZ13
DttSZ14 銭貨 な し
DttSZ15 2 1 1 ○

DttSZ16 3 2

DttSZ17 5 5 3 [

DttSZ18 ユ

DttSZ19 4

DttSZ20 ○

DttSZ21 銭貨なし
DttSZ22 8

DttSZ23 1 〕 9

DttSZ24 4 1 3 ○ 1 1391

DttSZ25 4 1

DttSZ26 1

DttSZ27 2

DttSZ28 223
DttSZ29 t 1

DttSZ30 1 4 1 1
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墓境一覧表 副葬銭 (3)

遺構 名 渡来餞 古寛永
新寛永
文

新寛永
新寛永

鉄一文

新寛永
四文

蔓

賓

仙

通

天保

通賓

新寛永
鉄四文

文久
永賓

鴫
銭

銅銭

不明

鉄銭

(宜 )

備考

D ttSZ31 1

DttSZ32 銭貨 な し

DttSZ33 〕 4 1 1

DttSZ34 ○

DttSZ35 2 3

DttS236 l 1

DttSZ37 [ l

DttSZ38 7 2 11

DttS239 1 6 2 3

D ttSZ40 1

D ttSZ41 ○

DEXISZ42 5

DttSZ43 3 1

DttS244 l 6

DttSZ45 6

DttSZ46 2 2

DttS247 1 5

DttSZ48
DttSZ49 ○ ○

DttS250 5 l

DttSZ51 3 ○

D ttSZ52 ユ 2

D ttSZ53

D ttSZ54 5 1

DttSZ55 1 ○ ○

DttSZ56 4

DttSZ57 1 5 1

DttSZ58 5 1

DttSZ59 O ○ 1

DttSZ60 8

DttSZ61 2 2

DttSZ62 銭貨なし

DttSZ63 ○ C

D ttSZ64 2 5 1

D ttSZ65 銭省 な し

DttSZ66 ユ 7

DttSZ67 欠 番 欠番 欠番 欠香 k k番 欠番 欠番 欠 番 欠番 欠 久番 欠番

DttSZ68 欠 番 欠番 欠番 欠 欠 久呑 欠番 欠 呑 欠香 欠番 欠 久番 欠番

DttSZ69 3

DttSZ70 2

DttSZ7ユ 銭貨 な し

DttSZ72 1

DttSZ73 銭貨 な し

DttSZ74 銭貨 な し

DttS275 1 ○ ( 1

DttSZ76 な し

DttSZ77 2 l 1 3 7 2

D ttSZ78 1 l

D ttSZ79 銭 貨 な し

DttSZ80 仮 貨 な し

DttSZ81 銭貨 な し

DttSZ82 C
D優こSZ83 1

DttSZ84 ○

DttSZ85 2 〕

DttSZ86 1 ○

DttSZ87 2 5

DttSZ88 C
DttSZ89 銭貨なし

DttSZ90 錢管 な し

D ttSZ9] 5 11 C
DttSZ92
DttSZ98 1 3

DttSZ94 欠番 欠呑 欠番 欠春 欠 欠 欠番 欠番 欠香 欠香 欠 欠 欠 欠番

DttSZ95 456

DttSZ96 15

DttSZ97 銭貨 な し

DttSZ98 銭貨 な し

DttSZ99 欠番 久香 欠 欠 欠番 欠春 欠番 欠番 久番 欠 欠呑 欠番 欠番 欠番

DttSZ100 銭貨 な し

DttSZ101 銭貨 な し

DttSZ102 欠香 尖 欠番 欠番 欠香 欠否 欠 春 欠 欠碁 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番

DttSZ103 銭貨なし

DttSZ104
DttSZ105

DIXSZ106

D ttS2107 な し
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墓境一覧表 副葬品 (1)

遺構名
貨
代

銭
年

管
態

煙
形

煙管
雁首

管

［

煙
醍

円形

彿 柄鏡 効
鏡

9‐ ラス

鏡
勘
類

刃 物
鋏 毛抜 警 井 鎖

類
火打
金

餌
他

知
①

瞬
器

報
品

備考
(遺物)

B優至SZl I 1 1

B厖至SZ2 Ⅶ 不 明 l l l 2 l 2 1

B彊至SZ3 I Ⅲ 1 l l 7

BttSZ4 Ⅳ Ⅲ l 1 l

BttSZ5 Ⅳ Ⅲ l l 1 2

BttSZ6 Ⅳ Ⅳ l 1 l l 1 4

BttSZ7 Ⅳ I l 1 3

B ttSZ8 V V l 1 1

B[IS29 Ⅵ な 1 l

BttSZ10 Ⅲ Ш 1

BttSZll Ⅵ Ⅳ l ユ

B歴至SZ12 Ⅳ な し

BttSZ13 Ⅳ な し 銭貨 のみ
BttSZ14 Ⅳ Ⅲ l 1 l

3区SZ15 V 不 明 ユ 2 2 l 1 1

BttSZ16 Ⅵ な し 1 82

iSZ17 Ⅳ な し l

SZ18 V Ⅳ 1 l

SZ19 Ⅳ V 1 1

B ttS220 な し 銭貨のみ
BEttSZ21 Ⅶ V 1 l

BttSZ22 Ⅳ V

BttSZ23 Ⅳ Ⅲ l

BttSZ24 Ⅳ Ⅲ ユ

BttSZ25 I 1 1 ユ

BttSZ26 Ⅷ な し l 1

BttSZ27 V Ⅳ 1 1 l 1

BttSZ28 Ⅳ な し l l

BttSZ29 V な し 4C

3Z30 Ⅳ Ⅳ l 1 5

SZ31 な し Ⅵ l 1 l

BttSZ32 な し Ⅳ 1 l l

BttSZ33 な 1 な 1 l

BttSZ34 な 1 1

B[三SZ35 Ⅳ な し 銭貨のみ
BDこS236 Ⅳ な し 遺物 な し
BttSZ37 Ⅳ Ⅲ 1 l 2

BttSZ38 V な し

BttSZ39 な し Ⅳ 1 ユ

BDttSZ40 欠番 欠番 //k番 久番 久番 災 巻 欠番 欠香 欠番 欠番 欠番 欠番 久番 欠番 欠 父 巻 筏 呑

B匝至SZ41 V な し l

BttISZ42 Ⅳ Ⅵ と 2 1

B[至SZ43 V Ⅱ 1 l l ユ 38 1

BttSZ44 Ⅳ V 1 1

BttS245 V な し 2

8匠こSZ46 な し な し

B匝こSZ47 Ⅳ

B優こSZ48 Ⅳ な し 1 83
BttSZ49 な し Ⅲ

BttSZ50 Ⅱ Ⅳ 1

BttSZ51 Ⅳ な し 銭 管 のみ

BttSZ52 Ⅳ Ⅳ 1 l

BttSZ53 Ⅳ な し の み

B優至SZ54 Ⅳ な し の み

B優こSZ55 Ⅳ な し l

B優こSZ56 Ⅳ Ⅲ l 1 1

B厖至SZ57 Ⅳ V l l 1 1 1 ユ 1

BttSZ58 V 不 明 1 l 305
BttSZ59 Ⅳ l 1 1 l 1

BttSZ60 M V 1 1 1 l

BttSZ61 Ⅳ Ⅳ 1 1 1 ユ ユ 2 1

B優三SZ62 Ⅵ V 1 176

B透こSZ63 I な し 鋳管 のみ

B匝こSZ64 Ⅳ 2
B優こSZ65 Ⅳ な し 践貨のみ
BttSZ66 Ⅳ Ⅲ と ユ ユ

B優至SZ67 な し な し 置物 な 1

BEttSZ68 Ⅶ Ⅵ 1 l

B貶至SZ69 Ⅵ V 1 l 1

B優【SZ70 Ⅲ な し 1

B優至SZ71 ■
l

Ⅳ 1

B優至SZ72 Ⅳ な し

B EXISZ73 Ⅳ  I Ⅳ ユ 1 1

BDttSZ74 Ⅲ  I な し l l 1

BttSZ75 Ⅳ  I V 1 1

BttSZ76 V

BttSZ77 Ⅲ な し 1
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墓墳一覧表 副葬品 (2)

遺構名
貨
代

銭
年

管
態

煙
形

煙管

雁首

煙管

吸 口
Ｗ
銭

柄 鏡 影
鏡

ガラフ

鏡
勘
類

刃 物
鋏 毛抜 警 井 鎖

類
灯
金

鋸
他

婚
①

噛
器

樫
晶

備考
(遺物)

BttSZ78 Ⅳ な し l 2 4

BttSZ79 V l ユ

BttSZ80 I な し

BttS28ユ Ⅳ V 2 2 l

BttSZ82 Ⅲ 肛 ] l 1

BttSZ83 Ⅲ Ⅱ 2

BttSZ84 Ⅵ な し l 1

BttSZ85 V な し の み

BttSZ86 な し

BEttSZ87 Ⅳ な し

BttSZA8 Ⅳ V l 1 1

BttSZ89 Ⅱ Ⅲ l 1

BttSZ90 Ⅳ Ⅲ 1 l 1

BD4SZ91 V V l l 809

B[至SZ92 V V 2 2 l 176

BEttSZ93 な し な し 遺物 な し

BEこSZ94 と な し 儀 管 の み

BttSZ95 な し な し 遺物 な し

BttSZ96 Ⅲ V

B匠至SZ97 Ⅳ Ⅱ ユ 24

B優至SZ98 Ⅳ V 1 l

B鬱【SZ99 V な し l

BttSZ100 ■l Ⅲ 1

B ttSZ101 と 1 1 48C

BIZSZ102 Ⅳ V l l

BttSZ103 Ⅳ な し l

BttSZ104 な し な し 遺物 な し

BttS2105 な し な し 遺物 な し

BttSZ106 な し な し 遺物 な し

BttSZ107 Ⅳ V l 1

BttSZ108 な し な し 醤 物 な し

BttSZ109 な し

BttSZ110 Ⅷ 砥 2 1

B優こSZ111 な し 1

BIXSZl12 な し 遺物 な し

BttSZl13 Ⅳ Ⅳ 1 1

BttS2114 Ⅳ Ⅳ 2 l

BIXSZl15 Ⅳ V 1 l 1 1 1

BttSZl16 V な し 1

BttSZ■7 Ⅶ な し 1 l l

BttSZ■8 Ⅳ な し 1 1

BttSZl19 V な し

BttSZ120 Ⅳ Ⅵ l 1

BttS2121 Ⅳ V 1 1

BttSZ122 Ⅲ l

B[三 SZ123 な し な し 1 1

BttSZl熟 な し な 1ン 潰物 な し

DttSZl Ⅲ i 2 ユ 1 1

V V l 42 1

V 不 明 1 2 1 92

Ⅳ な し 1

DttSZ5 V な し 1

DttSZ6 Ⅶ Ⅵ 1 1 136

DttS27 Ⅶ V l 1 2 l

DttS28 Ⅶ V 1 ユ 1

DttSZ9 V 不 明 l 1 2 1

DttSZ上 0 な し な し 遺物 な し

DttSZ■ V な し

DttSZ12 Ⅳ な し 1

DttSZ13 V Ⅵ 2 l 176

DttSZ14 な し 疫 1 4E

DttS215 砥 Ⅵ 2 1 l 1 と 48β

D ttSZ16 Ⅳ Ⅲ l l

D ttSZ17 Ⅳ な し

D ttSZ18 I l 1 1 l

D ttSZ19 Ⅳ な し

DttSZ20 Ⅶ 不 明 t 3

DttSZ21 な し Ⅲ 2 1

DttSZ22 Ⅳ な し 267

DttSZ23 V な し 5

DttSZ閉 Ⅶ Ⅳ 1 1 7

DttS225 Ⅲ Ⅳ 2 2 ユ 1

DttSZ26 Ⅳ lll 1 l 47

DttSZ27 V V 2 108

DttSZ28 V Ⅵ 1 l l

DttSZ29 Ⅳ lll 2 2

D ttSZ30 Ⅳ lll 1 と ユ 5
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墓境一覧表 副葬品 (3)

遺構 名
貨

代

銭

年

管

熊

煙

形

管
首

煙
雁

管

回

煙
吸

彫
銭

柄 鏡 効
鏡

ゲラス

鏡
刃物

類

刃 物
欽 毛抜 警 年 銀

類
火打

金

金属

他

鉄 釘

(g)
畷
器

樫
品

備考

(遺物 )

DttSZ31 Ⅳ 不 明 1

DttSZ32 な し な し 遺物 な し
DttSZ33 Ⅳ Ⅲ l

DttSZ34 Ⅵ Ⅵ 2 1 と 238
DttSZ35 Ⅳ 不 明 2 22
DttSZ36 Ⅳ Ⅲ ]

DttS237 ] な し 銭貨のみ

DttS238 Ⅵ Ⅳ 2 1 1 1

DttSZ39 Ⅳ Ⅳ 2 1 7

D ttSZ40 な し l

D ttSZ41 Ⅶ Ⅳ 1 2

DttSZ42 V な し

DttSZ43 V Ⅵ 2 1 l ] 4質 1

DttSZ44 Ⅱ な し

DttSZ45 な し Ⅳ 1

DttSZ46 Ⅳ Ⅲ l l

DttSZ47 Ⅶ V 2 1

DttSZ48 不 明

DttS249 Ⅵ V 1 ユ 〕 1 と 1 242

DttSZ50 な し Ⅱ 2 1 16 1

D ttSZ51 Ⅵ V 1 2 356
DttSZ52 Ⅳ 1

DttSZ53 V な 1

DttSZ54 Ⅳ な し 銭貨のみ

DttSZ55 Ⅶ 刀(句 ユ 1

DttSZ56 な し 儀 管 のみ

DttSZ57 Ⅳ Ⅱ l 1

DttS258 Ⅳ Ⅱ l l 6 1

DttSZ59 Ⅶ V l 2 262
DttSZ60 V な し 1 ユ

DttSE61 な し Ⅲ 1 l 1 1 1

DttSZ62 な し Ⅳ 1

DttSZ63 Ⅶ な l

D ttSZ64 Ⅳ Ⅳ t 1 l 1

DttS265 な 1 な 1 遺物 な し
DttS266 a 2 1

DttSZ67 欠 沓 欠 欠 欠 欠香 欠 香 欠香 欠 香 欠番 欠番 欠番 欠番 欠 番 欠 欠 次 欠番 久 香 欠 香 欠香

DttSZ68 久番 欠 欠 欠 欠 欠香 欠春 欠香 欠春 欠各 欠番 久番 欠呑 欠 欠 欠 欠春 欠香 欠香

DttSZ69 I な し

DttSZ70 Ⅳ な し I

DttSZ71 な し Ⅲ ユ 1

DttSZ72 Ⅳ な し

DttSZ73 な し な し 遺物な し

DttSZ74 な し な し

DttSZ75 Ⅵ 不 明 ユ 1

DttSZ76 な し ユ

DttSZ77 Ⅶ な し [

DttSZ78 Ⅵ 1 2 1 l

DttSZ79 な 1´ な 1 遺物 な し
DttSZ80 な し 遺物 な し

DttSZ81 な し 遺物 な し

DttSZ82 Ⅵ V 2 2 1

DttSZ83 Ⅳ V 2

DttSZ84 V V 1 438
DttSZ85 Ⅳ Ⅳ

DttSZ86 V V 1 7

DttSZ87 Ⅳ V 1

DttISZ88 Ⅵ V ] 3491

D厄至SZ89 な し な し 3

DttSZ90 な し な し

DttSZ91 V V l 1

DttSZ92 Ⅵ  I Ⅵ l 1 ユ 241 2

DttSZ98 Ⅵ  I V 2 1

DttSZ94 欠呑
|

c孝群 欠香 欠 番 欠 香 欠 香 欠番 欠番 欠番 欠番 欠 : 欠 欠 蕎 k碁 欠沓 欠 香 欠香 欠香 欠番 欠番

DttSZ95 V な 1´ 1 l

DttSZ96 V な し 2

DttSZ97 な し な し 遺物 な し
DttSZ98 な し な し 置物 奈 1

DttSZ99 欠番 欠呑 久番 欠 欠 次 欠呑 欠否 欠香 欠番 欠番 欠番 欠呑 欠番 欠 番 欠番 久 呑 夫 呑

DttSZ100 な し な し 1 1 1

DttSZ101 な し V 1

DttSZ102 欠番 欠 番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠 沓 欠 香 久香 欠番 欠香 欠香 欠 番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠呑 番

DttSZ103 な し な し 直物 な し

DttS2104 I な し 6

DttSZ105 な し 置物 な し
DttSZ106 な し な し 自物 な し

DttS2107 な し な し 自物 な し
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V まとめ

3 中世板碑について

河崎の柵擬定地では34基 (白碑 5基 も含む)の板碑が確認された。この内、紀年銘があるのは2801の

文保二 (1318)年 と2802の応永十七 (1410)年 である。2819は「・永十七年」と刻まれ、応永二十七 (1420)

年と解釈でき、紀年銘がわかる板碑の合計は 3基のみである。掲載 した板碑の多 くは40～60cm程の小

型のものである。D区墓域出土の2834の みは残存長66cmで、本来は大型の部類に入ると推測され、他

の板碑 とは一線が画されそうである。なお、掲頌が刻まれているのはこの板碑のみである。2801の文

保 2年銘板碑は全長79cmで、一般的な板碑の大 きさからすると小型の部類であるが、今回の板碑の中

では大型のものであり、種子の雄大さ、紀年銘の刻まれる位置、「敬白」と刻まれる点が整った感じを

受け、他の小型板碑 とは性格の違いを感 じさせる。ここでは2801と 2834を 除いたものを「小型板碑」と

して考察する。

2801、 2834以外の他の小型板碑は種子のみのものも多 く、種子 とその下に被供養者のものと思われ

る法名のみが刻まれた簡素なものが多い。この中で2802は被供養者の法名の右に「十三□□」、2806も

被供養者法名の右に「十三・・」と刻まれてお り、被供養者の十三回忌に造立 した板碑 と判断できる。

どちらも剥離があり種子がはつきりしないが、2802の種子は「バン (金剛界大日如来)」 、2806は「バー

ンク (金剛界大 日如来)」 と推測される。どちらも大日如来であり「十三仏」の十三回忌の主尊、大日如

来に合致する。「十三仏」とは十三の仏を初七日から三十三回忌に至る供養仏事に配当したもので、そ

れぞれの仏がその回忌の主尊になるものである。その配当は以下の通 りである。

初七日→不動、二七日→釈迦、三七 日→文殊、四七日→普賢、五七日→地蔵、六七日→弥勒、七七

日→薬師、百ケ日→観音、一周忌→勢至、三回忌→阿弥陀、七回忌→阿閃、十三回忌→大日、三十三

回忌→虚空蔵

2802、 2806の十三回忌供養が「十三仏」信仰に基づ くものと認められれば、他の小型板碑 も、十三仏

信仰に基づいた年忌によって造立された可能性が考えられる。十三仏信仰に当てはめれば2805、 2815、

2831の観音菩薩 (サ )は百ケ日、2808、 2830の勢至書薩 (サ ク)は一周忌、2803、 2832、 2833の 阿弥陀如

来 (キ リーク)は三回忌、2811、 2813、 2828の 阿閃如来 (ウ ーン)は七回忌、2809、 2812、 2816の大日如来

(バ ン)は十三回忌、2817、 2818、 2829の 虚空蔵菩薩 (タ ラーク)は三十三回忌に相当する。このように

多 くの小型板碑の種子が十三仏信仰の主尊に当てはまり、これらの小型板碑が十三仏信仰に基づいた

ものである可能性を高 くしている。しかしながら、当てはまらない種子の板碑 も僅かにある。2804の

種子は「アー (開敷華王如来)」 で十三仏の主尊に当てはまらない。また2810の種子「ア (月台蔵界大日如

来)」 も十三仏には当てはまらない。 しかし大日如来という点をとれば十三回忌にあてはまるかもしれ

ない。いずれにせよ、小型板碑の造立が十三仏信仰に基づ くか否かは、はつきりした願文が記されて

いない以上、断定はできない。これを明らかにするためには河崎の柵擬定地の板碑のみではなく、地

域全体の悉皆的な板碑調査が必要である。これまでは川崎村内の板碑は紀年銘のある大型板碑のみが

重視されている傾向が否めない。紀年銘の無い小型板碑に着目し、これを集成する必要があると痛切

に感じる。いずれにせよこれらの小型板碑は紀年銘のある2802の応永十七 (1410)年 と、2819の応永二

十七 (1420)年 を中心とした14世紀後半～15世紀前半に位置付けられそうである。

なお、2814は 中世板碑 として鈴木が判断し図版を作成 したものである。確かに2814は板状の粘板岩

で文字状の窪みがある。 しかし、この形状の梵字は見出せず、窪みも人為的な刻みとは異なった感じ

がある。そして、この窪みを上位にするには石の剥離の方向が通常 とは逆である。以上の点からこれ
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4 葛西家について

を中世板碑 とするのは疑間の感 じられるものである。今回はこれを削除すると掲載番号に混乱が生 じ

るため、このまま掲載することとした。

(羽柴 )

4 葛西家について

今回調査をおこなった近世墓は、葛西姓の一族が管理 していたものであった。B区墓域は葛西家西

屋敷、D区墓域は葛西家東屋敷、中峯屋敷、隠居屋敷の墓所である。これら葛西家の関係は西屋敷が

総本家、東屋敷、中峯屋敷が近世の早い段階での分家、隠居屋敷は近世後半の中峯屋敷からの分家で

あるという。

西屋敷の旧屋敷地は今回調査区のE区 (大グリッドIA付近)付近である。屋敷 と墓域は約150m離 れ

た位置関係である。東屋敷の屋敷地は発掘調査対象外の字川崎83番地に所在 していた。この地点は現

在、堤防敷の下になっている。中峯屋敷の屋敷地は平成12年度調査区 (大グリッドⅣG、 VG付近)の

字川崎85番地である。東屋敷と中峯屋敷は隣接 して所在 している。隠居屋敷は今回調査区のD区 (大

グリッドⅣF付近)の字川崎91番地に所在 していた。墓域は隠居屋敷の北、中峯屋敷の西に接 した場所

に位置する。なお、ここで示 した屋敷の所在地は近世以来の本来のもので、隠居屋敷を除いた他の屋

敷は戦後に屋敷地を近隣の別な場所に移 している。

葛西信一氏 (隠居屋敷)提供の系図 (以後「葛西家系図」と記す)に よると、葛西本家の「備中」の子

「宮内」が西屋敷の祖、弟「典兵衛」が東屋敷の初代、その弟「次右衛門」が中峯屋敷の初代 となって

いる。安永風上記では西屋敷の初代は「備中」、二代を「宮内」と記 しており、以後の記述では西屋敷

の祖「宮内」は二代 として扱 う。「葛西家系図」では葛西家は葛西清重～晴信の直系 とされている。この

真偽は判断のしようがないが、南朝の忠臣「葛西清貞」が大正13年 に正四位の贈位を受けた際に、後胤

のものが定かでないことが問題となり、昭和 6年 に当時の西屋敷当主葛西茂理氏が宮城県知事官房秘

書課において、その末裔の候補者として調査照会がおこなわれている (門埼村史24頁 )。

寛永検地帳の記述

寛永十九 (1642)年 の「磐井郡東山之内門崎村御検地帳」 (F弓崎村史編纂委員会1956「門崎村史」掲

載)に は「西屋敷宮内 人町六反七畝三歩 此代三貫三六九文」、「副百姓中峯屋敷次右衛門 三町二反

三畝一二歩 此代一貫六人六文」の記載がある。東屋敷の記載が無いが「本屋敷与兵衛 三町三反五畝

六歩 此代一貫八六一文」の記載があり、「本屋敷」は「東屋敷」の読み誤 り、あるいは誤植 と推測さ

れ、これが東屋敷についての記述と判断される (な お安永風土記の門崎村の屋敷名には「本屋敷」は存

在しない)。 このように寛永検地帳の記載から東屋敷、中峯屋敷は寛永十九 (1642)年にはすでに西屋

敷から分家し、成立していたことを判断できる。しかしながら、東屋敷の初代は「典 (与)兵衛」、二

代は「新三郎」、三～五代が「典 (与 )兵衛」、中峯屋敷は初代と二代が「次右衛門」、そして西屋敷は二

～四代が「宮内」と、同名の当主が連続し、寛永検地帳の「宮内」「奥兵衛」「次右衛門」がそれぞれ何

代目なのか判断が難しいところである。記述が前後することになるが、中峯屋敷の墓標2948は寛文三

(1663)年銘で「千葉次右衛門」の名が彫られている。中峯屋敷の墓標の中ではこれが一番古く、これ

が初代「次右衛門」の墓標と推測される (た だし、墓石の形態から寛文年間に造立された墓標とは考え

難く、後世に初代の墓標を補遺したものと推測される)。 よって初代「次右衛門」は寛文三 (1663)年 に

亡くなったことがわかり、寛永検地帳の「副百姓中峯屋敷次右衛門」は初代「次右衛門」と推測される。
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4 葛西家について

そして、西屋敷の「宮内」、東屋敷「奥兵衛」は中峯屋敷初代「次右衛門」の兄弟で同時代の人と推測で

き、寛永検地帳の「西屋敷宮内」は西屋敷二代、「本 (東)屋敷与兵衛」は東屋敷初代と推測できる。想

像を交えて推測すると、寛永検地に際して、土地所有関係を明確にする必要が生じ、本家から「東屋

敷」、「中峯屋敷」が分家したことも考えられる。いずれにせよ、「東屋敷」、「中峯屋敷」が分家したの

は寛永年間頃と推測できる。本家が「西屋敷」と呼称されるのも東屋敷が分家して以後のことであろ

う。「中峯屋敷」の名称は西屋敷と東屋敷の中間に位置するという意味と推測される。

安永風土記の記述

安永四 (1775)年の「磐井郡東山南方門崎村 風土記御用書出 (以下安永風上記と記述)」 では「代数

有之御百姓」の中に「六代相続 西屋敷九左衛門」、「五代相続 東屋敷典兵衛」、「五代相続 中峯屋敷

太冶右衛門」が記されている。そして「磐井郡東山南方門崎村 代数有之御百姓書出」にも西屋敷、東

屋敷、中峯屋敷が記載されている。この「書出」は末尾に「明治三年庚午十月」の記述があり、安永年

間の代数有之御百姓書出に、明治初年に至るまでの代も書き加えたものである。西屋敷、東屋敷、中

峯屋敷の記述は以下の通りである。

西屋敷 東四郎

先祖川崎備中 二代宮内  三代宮内  四代宮内

書上) 七代九左衛門 人代茂左衛門

五代清右衛門  六代九左衛門 (六代 目

九代茂右衛門  十代東四郎

東屋敷 徳右衛門

先祖川崎典兵衛  二代新三郎  三代典兵衛  四代典兵衛

典太夫  七代子之助  八代典太夫  九代徳右衛門

五代典兵衛 (五代目也) 六代

中峯屋敷 太次右衛門

先祖川崎次右衛門  二代次右衛門  三代甚兵衛  四代庄次右衛門  五代太冶右衛門 (五代

目也) 六代太冶右衛門  七代正次右衛門  八代冶右衛門  九代太次右衛門

葛西家系図と安永風上記代数有之百姓書出の畑部

葛西家系図と安永書出の代数有之百姓書出の記述を比較すると、東屋敷と中峯屋敷については代数

と当主名が共通 し、両者の記述には飢齢がない。しかし西屋敷は安永書出では東四郎が10代 目と記さ

れるが、葛西家系図では東四郎 (葛西家系図では東五郎)は ,II崎備中から数えて12代 目に相当する。即

ち葛西家系図では安永書出の 4代宮内と5代清右衛門の間に「清之助」の代、6代九左衛門と7代九左

衛門の間に「孫太郎」の代が記載されているのである。これをどのように解釈するのが妥当か判断でき

ないが、記述の混乱を避けるため、基本的には安永書出しの代数に従って記すこととしたい。

葛西家の出自

上述のように「葛西家系図」では葛西家は葛西清重の直系 とされ、ゆえに「葛西」の苗字を有 してい

ることになっている。 しかしながら「安永風上記」に記される百字は「サ|1崎」であり、墓標に記される

場合の俗名の苗字の多 くは「サ|1崎」か「千葉」である。これについては伊達家をはばかって、「葛西」の

百字を秘 し、「ナ|1崎」あるいは「千葉」を名のったと言い伝えられているという。実際にそのような事
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V まとめ

例があるのか論証する術を持たず、真偽を判断はできない。

西屋敷の墓標に記された俗名の中に「葛西」の百字が記されたものもある。その最古は2916の「葛西

官左衛門清利墓」で天保三 (1832)年 である。これは西屋敷 7代 目九左衛門の墓標 と推測される。これ

以後の 8代 目茂左衛門 (2918)、 9代 目茂右衛門 (2904)の 墓標はどちらも「葛西」の百字が記されてい

る。 7代 目九左衛門以前には「葛西」の記載の墓標は無 く、「葛西」の苗字を公に名乗 り始めたのは天

保三 (1832)年 頃と判断できる。 7代 目九左衛門の墓標を造立 したのはその息子である8代 目の茂左衛

門である。門崎村史361頁 によると茂左衛門は「諄を栄廷と称 し、葛西茂理氏の祖で礼法を遠藤成信、

桜田九左工門、鈴木内蔵之助、相原友定、松月真種諸氏に就き4多 め門下千余人あり。」と記されている。

茂左衛門の墓標には「門人立之」と刻まれ、「施主人」として17名 の名があり、門崎村史の記述を裏付

けている。このように茂左衛門はかなり著名な文化人であり、他の文化人と交流する機会も多 く、歴

史や各氏の来歴、系譜などについても知識、関心は深かったと推測される。そして、もちろん自らの

出自、系譜についても深い関心を持っていたことも想像される。その茂左衛門が自らの系譜を整理、

考察 し、葛西清重を祖 とする家系図を作成、あるいは委託 して作成させたと考えられるのではないか。

家系図作成において、遠祖を考名な一族、人物とするのは一般的なことであ り、出自を「葛西清重」、

「晴信」に求めたのは不自然なことではない。

安永風土記に記された苗字「ナ|1崎」は、墓標にも幾つか (2941・ 2959な ど)刻 まれている。これは地

名の「サ|1崎」に由来するものであることは明白である。

また、墓標にみられる (2912・ 2940な ど)苗字に「千葉」がある。門崎地区の中世城館「F弓 崎館」の領

主門崎氏の本姓は「千葉」とされている。墓標にみられる「千葉」姓はこの「 F写 崎氏」の系譜、家臣とし

ての認識 (実際にそうであるかは関係なく)に基づ くものと解釈するのが最も考えやすい。門崎村史18

頁には天正十九 (1591)年 の「 F弓 崎家家臣役付」が掲載されている。この中に「町奉行 川崎備中」の名

がある。「サ|1崎備中」は西屋敷の初代 と同姓同名であり、時代的には同一人物であっても矛盾ない。こ

の文書の真偽は判断できないが葛西家の出自を考える上では非常に示唆的な資料である。中世の領主

の家臣が、近世にその地域の有力農民になったと解するのが最 も自然なのではないか。

東屋敷「奥太夫」について

門崎村史人物史 (360頁 )に「葛西典太夫」について記されている。この人物は東屋敷 8代の「典太夫」

と判断される。村史の記述は「葛西典太夫 葛西熊雄氏の祖にして文政、天保の頃父母に克 く孝養を

尽 くしたのが上聞に達 し、天保七年仙台藩主の御召出を添うし御手づから金拾切を賜わり、以て其孝

志を賞された後、典太夫恩賜の金をもって田畑を買求め農業に精を出して益々怠 りなく孝養を尽 し

た。文久二年十二月七十一方で卒 (仙台孝義録125頁参照)」 とある。この記述から東屋敷 8代典太夫は

寛政四 (1792)年 生まれと読み取れる。金拾切を賜った天保七 (1836)年は45歳の時である。そして墓

標は2971と 判断できる。戒名は「孝翁壽徳居士」で孝養者に相応 しいものである。

隠居屋敷が分家 した年代

現当主葛西信一氏の「隠居屋敷」は中峯屋敷からの分家であるという。しか しながら、分家がなされ

た年代は明確ではない。「葛西家系図」によると隠居屋敷の初代は「巳之八」となっている。墓標からそ

の生没年が判るのは2955の 3代 目文左衛門で、寛政四 (1792)年～慶応三 (1867)年である。それより

古い男の戒名の墓標は2957の文化三 (1806)年 と2958の天録元 P(1830P)年 がある。これを2957は初

代巳之人、2958を 2代角右衛門の墓標 と解釈 したい。これが妥当であるとすると、隠居屋敷の成立は
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5 近世墓標の変遷

初代巳之人の没年の文化三 (1803)年 以前ということになる。巳之人の生年は不明であるが、18世紀第

2四半期頃と推測される。巳之人が成年になった頃の中峯屋敦の当主は 5代 目太次右衛門と推測され

る。 5代 目太次右衛門は安永風上記書出し時 (1770年 代)の当主で、寛政人 (1796)年 銘の2951がその

墓標 と推測される。隠居屋敷初代巳之人は、中峯屋敷 5代太次右衛門の弟の可能性が推測され、18世

紀後半に分家 した可能性が推測される。

「隠居屋敷」の名称の由来は伝わっておらず、詳 しいことは不明である。通常、「隠居屋」は生 きてい

る内に家督を′自、子夫婦に譲 り、隠居 した老夫婦が起居する母屋 とは別棟の建物を指す。隠居屋は母屋

のある敷地内や、別の敷地でも近接 した場所に構えられることが多い。「隠居屋敷」の名称は、分家 し

た茎初、「隠居屋」として建てられていた建物に入居した、あるいは「隠居屋」の敷地であった場所を

屋敷にしたという可能性が考えられる。中峯屋敷と隠居屋敷の敷地は接しており、その可能性と矛盾

のない位置関係である。

(羽柴 )

5 近世墓標の変遷

B区墓域、D区墓域の近世墓標を73基示 した。これらを基に近世墓標の変遷を考察する。近世墓標

は延宝年間 (1670年 代)の ものが最古で、最新は明治十 (1870)年代で、およそ200年間にわたる墓標の

変遷である。

墓標の発生以前

B区、D区域 ともに、17世紀前半と推測される墓墳が存在 している。最古の墓標は廷宝年間 (1670年

代)であるので、墓域が形成されてしばらくは、石製の墓標は造立されなかったと推測される。 もちろ

ん木製の供養碑、卒塔婆などが立てられていたことは推測される。またB区、D区墓域ともに中世の板

碑が存在 してお り、近世墓域の形成時に既にそれらが立った状態であったと推測される。

発生時の墓標 (1670～ 80年代)

東屋敷最古の五輪塔型墓標 (2960'2961)と 西屋敷の五輪塔型墓標 (2933)、 耳付 き墓標 (2932)がオロ

当する。これらは当主とその配偶者の墓標で戒名は男性が「・・禅定門」、女性は「・・禅定尼」であ

る。 東屋敷の五輪塔墓標は廷宝年間 (1670年代 )、 西屋敷の五輪塔は貞享二 (1685)年 、耳付 き墓標が

天和年間 (1681～ 1684年)である。五輪塔型墓標は各部位が組み合わせ (空風輪は一体)でほぞ穴が円

形である。耳付 き墓標 も台座 と塔身が組合わせで、ほぞ穴が円形である。石材 も五輪塔墓標 と耳付 き

墓標は同じものである。いずれも刻まれた文字が不明瞭であるが、「孝子敬白」「為～」などの文言は

なく、供養碑的な要素は見受けられない。なお、B区墓域の2901は廷宝入 (1680)年銘であるが、近世

墓標に分類するべきか否か疑間なのでとりあえずここではふれていない。

供養碑的要素のある墓標 (18世紀初頭)

元禄年間～享保年間の墓標で「孝子敬白」「為～」など供養碑的な要素が残存する墓標である。「孝子

敬白」は「親の供養をする子が敬いもうす」の意で、中世板碑に多 くみられる表現である。「為～」は文

字通 り「～の為に供養する」の意である。「孝子敬白」は西屋敷290711701年 )、 2911(1733年 )、 「為～」は

中峯屋敷2940(1702・ 1715年)にみられる。いずれも戒名は「～禅定門」か「～禅定尼」である。このよ
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5 近世墓標の変遷

うな古手の墓標に供養碑的な要素がみられるのは、近世墓標が、供養碑から発展、変質したことを物

語っている。また「孝子敬白」などの表現がない17世紀末～18世紀の墓標 も存在する。東屋敷の

2959(1692,1672年 )である。これは夫婦の墓標であるが戒名は「～禅定門 。～禅定尼」である。

近世墓標の確立 (18世紀中葉以降)

B区 。D区の墓域において、18世紀中葉から19世紀後半まで墓標の形態に大きな変化は見出せない。

多 くの墓標は板状の自然石で、頭書は「○」でその下に戒名が刻まれる。戒名の右側には没年の年号、

左側には月日が刻まれる。月日の左側には俗名が刻まれる場合 もある。戒名の下には蓮台が刻まれ

る。夫婦が同一の墓標に刻まれる場合 も多いが、その場合 もそれぞれの戒名の右に没年、左に月日が

刻まれる。蓮台はそれぞれの戒名の下に刻まれる場合 と、蓮台が 1つの場合が混在 している。

戒名は「～信士」「～信女」が多い。「～居士」は西屋敷2904(1876年 )、 西屋敷2918(1862年 )、 東屋

敷2971(1862年 )、 「～大姉」は東屋敷2971(1867年 )のみで、いずれも当主とその配偶者で、いずれも

の19世紀後半のものである。「～禅定門」「～禅定尼」は18世紀中葉以降の墓標では少なくなる。しか

し、19世紀になっても西屋敷2914(1822年 )、 西屋敷離れ2925(1835年 )な ど「～禅定門」の戒名がみら

れる。2914は西屋敷の奉公人の可能性がある「牛尾屋敷彦次郎」の墓標、2925は小型の墓標であり、当

主級ではない、階層の低い者に対する戒名である可能性が高い。近世後半にも「祥定門」の戒名が残る

が、「信士」よりも格下の戒名と認識されていたと考えられる。

(羽柴)
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Ⅵ 出土人骨の分析

岩手県川崎村河崎の柵擬定地遺跡出土人骨について

奈良貴史 (1)、 鈴木敏彦 (2)、 古田美智子 (3)

(1)国際医療福祉大学

(2)東北大学大学院歯学研究科

(3)東北大学歯学部

これはそれらの人類学2003年から2004年 にかけてから岩手県川崎村河崎の柵擬定地遺跡から多くの人骨が出土したが、

的調査の報告である。

頭蓋の計測値は表 1か ら4、 頭蓋の形態小変異の出現状況は表 5か ら8、 歯の計測値は表 9か ら25

に示す。骨の計測法はMartin and Saller(1957)と 馬場 (1991)に 、歯の計測法は藤日 (1949)に

従った。なお顔面平坦度計測はYamaguchi(1973)に 従った。

BttS Zl出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図 1の網掛けの部分で示した。

その他四肢骨片が多数遺存している。

同定できた残存歯は次のとおりである。全てが遊離歯である。保存状態は不良であり、エナメル

質の欠損や歯根の崩壊が顕著である。

(BttSZ2 2)残存歯は次のとおりである。全てが遊離歯である。BttSZ多 1に比べると保存状態は劣

るものの、歯冠は比較的良好に保存される。歯根の崩壊は進行し、歯冠だけが残存するものも少な

くない。BttSZ2 2と した中で歯種の重複はないものの、形態的特徴から別個体のものであるような

印象を受けるものもあり、BttSZ2つが同一個体の歯と確定できるわけではない。

C Pl P2    h712ふ7[3

P2 Pl C C    P2 小江1    ふ713

〔年齢〕下顎第二大臼歯の歯根は既に完成していることから12歳以上であるが、大腿骨近位端に骨

端線がみられることから20歳には達していなかった若年と推定される。

〔性別〕頭蓋において前頭結節が認められ、乳様突起力Ⅵ さヽい。また大腿骨骨頭が比較的小さいこ

とから女性と推定される

〔形態学的特徴 。その他〕鉄欠乏性貧血が主原因と考えられるクリブラ。オルビタリアが眼寓上板

〔年齢〕歯の咬耗状態から熟年程度と思われる。

〔性別〕大腿骨の骨幹部が頑強なことから男性と推定される。

図 l BttSZl人 骨出
上部位

BttS Z2出土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図 2の網掛けの部分で示した。その他肋骨片が多数遺

存している。

「BttSZ 2」 と記された箱の中に、最低 2個体が混入している。咬耗はエナメル質に限局した軽度のものであり、いずれ

も比較的若年者の歯である。咬耗状態、歯の形成状態および形態的類似性から、BttSZ多 1と BttSZ2 2に 分けて記す。

(BttSZ2-1)残存歯は次のとおりである。全てが遊離歯である。保存状態は良好であり、歯根も根尖部まで保存されてい

る。形態的類似性から、同一個体の歯と推測される。

h/13ふ江2ふ71l P2 Pl

図 2 BttSZ2人 骨出
土部位
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にみられる。左右の大腿骨は、柱状性を示さず、幅広である。右大腿骨の中央矢状径は17mm、 同横径は23mmで 、中央横断

示数は739で ある。

る。

〔形態学的特徴。その他〕 左右の大腿骨の粗線は内・外唇とよく発達し帯状に隆起するが、柱状性を示さず、左大腿骨の

中央矢状径は27mm、 同横径は31mmで、中央横断示数は871である。第3か ら7ま での頚椎の椎体に加齢性の骨増殖が認めら
れる。

BttS Z3出 土人骨

〔遺存状態〕頭蓋の遺存状態は概して良好である。同定できた部位は図3の網掛けの部分で示した。

その他第 1か ら7ま での頚権と肋骨片が多数遺存している。

残存歯は次のとおりである。上顎右狽1第一大臼歯部および下顎右側第一小臼歯部には根尖病巣が

認められる (写真9-2)。 また下顎右側第一大臼歯の遠心面では根面齢蝕が深く進行しており、根尖

周囲の骨吸収が認められ、根尖性歯周炎の木耕日を呈する。全体的に咬耗が進行しており、象牙質が

幅広く露出する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板はほとんど閉鎖しているが、クト板は閉鎖していないことからから熟年
程度と推定される。

〔性別〕学し様突起がそれほど発達していないが、大腿骨骨幹部が比較的頑強なことから男性的であ

BttS Z4出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して良好である。同定できた部位は図4の網掛けの部分で示した。その

ほかに頚権と胸椎および肋骨片が多数遺存している。

残存歯は次のとおりである。上下顎ともに顎骨は良好に保存され、残存する歯は全て植立でき

る。咬耗は、前歯部で象牙質が線状に露出する程度、自歯部でエナメル質に限局する程度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板、タト板とも閉鎖していないことからから壮年程度と推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が広く、円弧を描くことから、女性と推定される。

〔形態学的特徴。その他〕寛骨耳上面前下部が明瞭に溝が認められる (写真15-3)。 右大腿骨の中央

矢状径は25mm、 同横径は28mnで、中央横断示数は89_3と なり柱状性を示さない。右大腿骨最大長

(388mm)か ら、藤井 (1960)の式で推定される身長は148cmである。江戸時代成人女性の推定平均

身長は147cm(平本、1972)であるので、当時としては平均的な身長である。

BttS Z5出土人骨 (写真 1)

〔遺存状態〕遺存状態は概して良好である。同定できた部位は図5の網掛けの部分で示した。

残存歯は人のとおりである。上下顎ともに顎骨は良好に保存され、全ての歯力討直立できる。若千
のエナメル質の剥離があるが、歯の保存状態も総じて良好である。咬耗によリー部点状に象牙質が

露出しているが、大部分はエナメル質に限局した咬耗である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板、外板とも閉鎖していないことからから壮年程度と推定される。さら
に大腿骨近位端に骨端線がわずかに認められることから、この個体は若く20歳前後と推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が広く、円弧を構くことと、頭蓋において前頭結節が認められ、

大腿骨骨頭が比較的小さいことから女性と推定される。

〔形態学的特徴。その他〕寛骨耳上面前下部に溝がわずかに認められる。右大腿骨の中央矢状径は23

mm、 同横径は22mmで、中央横断示数は1045と なり柱状性を示さない。右大腿骨最大長 (377mln)か ら、

図 3 BttSZ3人 骨出
上部位

図 4 BttSZ4人 骨出
土部位

図 5 BttSZ5人 骨出
上部位

藤井 (1960)の 式で
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Ⅵ 出土人骨の分析

推定される身長は145 5cmで ある。江戸時代成人女性の推定平均身長は145 6cm(平本、1972)であるので、当時としては

平均的な身長である。

BttS Z6出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図6の網掛けの部分で示した。そのほかに

も多数の肋骨片が確認される。

確認できた残存歯は次のとおりである。全て遊離歯であり、保存状態は不良である。エナメル質

の剥離が見られるほか、一部の歯は歯根が崩壊している。大臼歯部でエナメル質に限局する軽度の

咬耗が認められるが、総じて咬耗は軽度である。

h/12�1l P2 Pl C C Pl P2 ふア【l M2

M3M2Ml P2 Pユ C  Pl P2 1v[l h/12 ふ713

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板、タト板とも閉鎖していないことからから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕頭蓋において前頭結節が認められ、眼寓上縁が鋭く、タト後頭隆起が発達しないことから女性

と推定される。

BttS Z7出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図7の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢片が遺存している。

残存歯は久のとおりである。多くの歯は、歯根が崩壊して歯冠だけが遺存する。咬耗は顕著であ

り、臼歯においては咬頭が消失する程度まで進行している。

ふ江l P2 Pl C C Pl P2 ふ江1 lv[2

図 6 BttSZ6人 骨出
上部位

図 7 BttSZ7人 骨出
土部位

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年程度と推定される。

〔性別〕頭蓋において乳様突起が小さく、鎖骨の骨幹部が華奢なことから女性と推定される。

BttS Z8出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図8の網掛けの部分で示した。そのほかに第1か ら7ま で

の胸権、および多数の肋骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。下顎左側第一大臼歯の歯槽は開放しているがその大きさは小さく、

生前の何らかの理由よる歯の喪失後の抜歯寓の治癒途上と考えられる。

上顎左狽I前歯部から小臼歯部にかけて著しい歯列不正が認められる (写真9-1)。 大歯と恨1切歯と

が互いに移転する。大歯は低位唇側転位を起こし、歯根は近心に強く屈曲するのが確認できる。中

切歯は遠心捻転・遠心転位し、そのため本来の中切歯の萌出部位に近遠心的に幅広い空隙が生じて

いる一方で、対狽Iの上顎右側中切歯は若干左狽1へ傾斜しているが、その程度は強くはない。左側第

一小臼歯はほt鋤0度近く近′ふ捻転し、第二小臼歯はほt鋤0度近く遠心捻転する。そのまま第一小臼

歯は頬側、第二小臼歯が舌側に位置するように転位する。

前歯部・臼歯部ともに、エナメル質に限局 した軽度の咬耗が認められる。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板、外板とも閉鎖していないことからから壮年期前半程度と推定される。

図 8 BttSZ8人 骨出
上部位

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、円弧ではなく放物線状であることと大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と思

われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、あまり柱決 l■ を示さない。右大腿骨の中央矢状径は29mm、 同横径は27mmで、

中央横断示数は1074である。右胆骨の中央最大矢状径31mm、 中央横径29mlnで中央横断示数は935と なり、扁平性を示さな

い。右睡骨最大長 (356mm)か ら、藤井 (1960)の式で推定される身長は161 9cmで ある。江戸時代成人男性の推定平均身長

は157 1cm(平 本、1972)であるので、当時の男性としては大きい方になる。
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BttS Z9出 土人骨

〔遺存状態〕細片化が著しく頭蓋骨と四肢骨片が認められるが、部位が同定できるのは下顎のオトガイ部のみである。

残存歯は次のとおりである。永久歯と乳歯が混在する。歯槽が存在せず、全ての歯が遊離歯の状態である。

〔年齢〕骨の大きさと鯵 1犬から幼児程度と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困業であり不明。

BttS Z10出 土人骨

〔遺存状態〕同定できた部位は図9の網掛けの部分で示した。そのほかにも第 1・ 2頚椎片が確認さ

れた。

同定できた残存歯は次のとおりである。下顎左側大臼歯の2本だけが残存する。歯根は破折し、

歯冠のみが残存する。咬耗は咬頭が消失する程度まで進行している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板、外板とも閉鎖していないことからから壮年程度と推定される。

〔性男U〕 乳様突起の大きさと形状から女性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は柱状性を示さず、幅広である。左大腿骨の中央矢状径は

22mm、 同横径は27mmで、中央横断示数は815で ある。

BttS Zll出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図10の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片、左月状骨、三角骨、有鈎骨、および左右の中手骨、左距骨および左右の中足骨が

確認された。

残存歯は人のとおりである。遊離歯として回収されてあるが、下顎左側を除き、顎骨に復元して

植立が可能である。歯の保存状態は良好で、咬耗もほとんど見られない。

ふン[31v12ふ71l P2 Pl C 12 C Pl P2 h/11 ふ/12

〔年齢〕歯の咬耗から若い個体と推定される。上腕骨、大腿骨近位の骨端線はすでに閉じている。

以上の所見から20歳台前半と思われる。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が広く、円弧を描くことから女性と推定される。

〔形態学的特徴 。その他〕右大腿骨の中央矢状径は23mm、 同横径は22mmで、中央横断示数は1045と

なり柱状性を示さない。右大腿骨最大長 (371mm)か ら、藤井 (1960)の式で推定される身長は1442c

mである。江戸時代成人女性の推定平均身長は147cm(平本、1972)であるので、当時としては平均

的な身長である。左胆骨骨幹都中央前縁に骨膜炎と思われる「樹皮状」の骨増殖が認められる。

BttS Z12出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図11の網掛けの部分で示した。

同定できた残存歯は次のとおりである。乳歯、永久歯ともに全て遊離歯の状態である。歯冠は比

較的良好に保存されるが、歯根は破折・崩壊が顕著である。

図 9  BttSZ1 0人骨
出土部位

図10 BttSZll人骨
出土部位

図1l BttSZ1 2人 骨
出上部位

dm2 dml
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〔年齢〕歯の形成】犬態から幼児程度と思われる。

〔性房U〕 この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

BttS Z13出 上人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図12の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片、第1、 2頚椎が確認された。

残存歯は次のとおりである。上顎は歯槽が破損し、遊離歯となっている。下顎歯は前歯部を除い

て歯槽に植立した状態で遺存する。咬耗は前歯部 。臼歯部ともに象牙質が面状に露出する程度まで

進行しており、特に右側において咬耗の程度がより強い。

BttS Z14出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図13の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。上顎右側犬歯遠心半に大きな舗害をもつ齢蝕が認められ、隣接する

上顎右側第一小臼歯は残根状態である (写真9-3)。 咬耗は顕著に進行しており、前歯 。臼歯ともに

象牙質が広く面状に露出している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が開鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は30mm、 同

横径は30mmで、中央横断示数は1000である。左機骨最大長 (234mln)か ら、藤井 (1960)の 式で推定

される身長は157 1cmで ある。江戸時代成人男性の推定平均身長は160 6cm(平本、1972)で あるの

で、当時の男性としては平均的な身長になる。左睡骨骨幹部中央前縁に骨膜炎と思われる「樹皮状」

の骨増殖が認められる (写真12-2)。

BttS Z15出 土人骨

〔遺存状態〕頭蓋と下肢骨を中心に遺存する。同定できた部位は図14の網掛けの部分で示した。そ

のほかにも胸椎片が確認された。

残存歯は次のとおりである。咬耗はあまり進んでいない。上顎左恨1第二小臼歯遠心面に、大きな

齢寓をもつ離蝕が認められる。

Ⅵ 出土人骨の分析

図12 BttSZ13人骨
出上部位

図13 BttSZ14人骨
出土部位

図14 BttSZ15人骨
出上部位

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、外板が一部閉鎖していることから熟年程度と推定される。

〔性別〕大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴・その他〕左右の大腿骨は、あまり柱決隆を示さない。右大腿骨の中央矢状径は32

mm、 同横径は29mmで、中央横断示数は1103である。右大腿骨最大長 (446mm)か ら、藤井 (1960)の式で推定される身長は

165 1cmで ある。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平本、1972)であるので、当時の男性 としてはかなり大き

い方になる。
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〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板、クト板とも癒合が認められないことから壮年程度と推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が広く、円弧を描くことから女性と推定される。

〔形態学的特徴。その他〕寛骨耳状面前下部に中程度の溝が認められる (写真15-2)。 右大腿骨の中央矢状径は21mm、 同横
径は24mmで、中央横断示数は875と なり柱状性を示さない。左睡骨最大長(326mlm)か ら、藤井(1960)の式で推定される身長
は150 0cmで ある。江戸時代成人女性の推定平均身長は147cm(平本、1972)であるので、当時としては平均的な身長である。

BttS Z16出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図15の網掛けの部分で示した。そのほかに
も四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。咬耗はほとんど認められない。

〔年齢〕歯の形成状態から小児程度と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

BttS Z17出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図16の網掛けの部分で示した。その

ほかにも左有鈎骨が確認された。

残存歯は次のとおりである。咬耗の進行は中程度で、象牙質がわずかに点状に露出する程度であ
る。また、別個体の下顎右側第一大臼歯が遊離歯として混入している。

W【 2贄v1l P2 Pl C 12 11

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕側頭骨の乳様突起が大きく、寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨幹部が頑強なこと

から男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、あまり柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は29

mln、 同横径は27mmで、中央横断示数は1074である。

BttS Z18出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図17の網掛けの部分で示した。その

ほかにも椎骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。遊離歯である。歯冠は比較的良好に保存されるが、歯根は崩壊が進
んでいる。咬耗の進行は中程度、象牙質がわずかに点状露出する程度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、クト板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。
〔性別〕四肢骨の骨幹部が華奢で女性的な印象を受けるが、断定はできない。

BttS Z19出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図18の網掛けの部分で示した。その
ほかにも要権片、胸椎片、肋骨片、手の指骨が確認された。

図15 BttSZ16人骨
出上部位

図16 BttSZ17人骨
出土部位

図17 BttSZ18人骨
出上部位

h/13M2W[l P2 PI C
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歯は12点が残存するが、咬耗が歯頚部まで顕著に進行しており、歯冠の外形が判然としないため

に歯種の同定が不可能である。ただし多根歯、おそらく上顎大臼歯が最低 2点含まれている。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の半分程度が閉鎖するが、外板は癒合が認められないことから熟年程

度と推定される。

〔性別〕学し様突起が大きく、額が垂直に立ち上がらず、前頭結節も未発達なことから男性と思われ

る。

BttS Z20出 土人骨

〔遺存状態〕頭蓋を中心に遺存する。同定できた部位は図19の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。歯の保存】犬態は比較的良好である。咬耗はエナメル質内に限局した

軽度のものである。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板、外板とも癒合が認められないことと、第三大臼歯が萌出途中で、第

一、第二大自歯に咬耗が認められないことから若年個体と推察されるが、右上腕骨遠位の骨端線が

消失していることから20歳前後と思われる。

〔性別〕乳様突起力Ⅵ さヽく、前頭結節が認められることから、女性と思われる。

BttS Z21出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図20の 網掛けの部分で示した。

歯の残存はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、タト板は一部門鎖していることから熟年程度と推定される。

〔性別〕狽J頭骨の乳様突起が大きく、眉上の隆起が発達していることから男性と推定される。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱決陛を示さない。右大腿骨の中央矢状径は27mm、 同

横径は28mmで、中央横断示数は964で ある。

BttS Z22出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図21の網掛けの部分で示した。その

ほかにも頚椎片と四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。下顎左側第一大臼歯だけが歯槽に植立した】犬態で残存する。下顎骨

では他の歯槽は全て閉鎖しており、生前に歯が喪失したものと考えられる。歯質の保存状態はあま

り良好ではなく、エナメル質の剥離が認められる。咬耗は中程度であり、象牙質が点状に露出する

程度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、タト板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕乳様突起が大きく、寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性

と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱決性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は28mm、 同

横径は27mmで、中央横断示数は1037である。右大腿骨最大長 (391mm)か ら、藤井 (1960)の式で推

定される身長は151 5cmで ある。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平 本、1972)で あるの

で、当時の男性としては小がらな身長になる。

BttS Z23出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。破片化が著しく、同定できた部位は頭頂骨と後頭骨の一部と

歯 2本だけである。

残存歯は次のとおりである。遊離歯 2本だけが残存する。歯冠は比較的良好に保存されるが、歯

Ⅵ 出土人骨の分析

図18 BttSZ19人骨
出上部位

図19 BttSZ20人骨
出上部位

図20 BttSZ21人 骨
出土部位

図21  BttSZ22人 骨
出上部位
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根は脆弱化している。咬耗は中程度である。

〔年齢〕頭頂骨の矢状縫合の内・外板ともほとんど閉鎖していることから熟年以上と思われる。
〔性別〕頭頂骨が比較的厚いことは男性的な印象を受けるが断定はできない。

BttS Z24出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。後頭骨と右側頭骨の一部と歯19本、さらに四肢骨片が確認された。
残存歯は次のとおりである。全て遊離歯である。歯質の保存状態は不良であり、亀裂や破損が多数認められる。咬耗は

中～強であり、自歯部では咬頭が平坦化しているものもある。

h/1l     c 1l 12 C Pl

C Pl P2 h/1l h/12h/13

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が一部閉鎖しているが、クト板は癒合が認められないことから壮年期後半と推定される。
〔性別〕乳様突起力Mヽ さいことから女性と推定される。

BttS Z25出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。左右の頬骨を中心とした顔面の一部が遺存するだけである。
残存歯は次のとおりである。乳歯と形成途上の永久歯が含まれる。全て遊離歯である。特記すべきことはない。

K/1l    Pl C

h/11    Pl

dm2 dml

〔年齢〕歯の形成状態から幼児程度と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

BttS Z26出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。歯17本が確認されるだけである。

残存歯は次のとおりである。歯質は比較的良好に保存される。乳歯と形成途上の永久歯が含まれる。特筆すべきことは
ない。

di2  dc dml dm2

〔年齢〕歯の形成状態から3から4歳と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

BttS Z27出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図22の網掛けの部分で示した。その他四肢骨片が多数
遺存している。
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残存歯は次のとおりである。歯冠は比較的良好に保存されるが、歯根は崩壊 しているものが多

い。咬耗は象牙質が面状に露出する程度に進行している。

lv[2い71l   Pl C

lvT2 1v[l P2 Pl C 12

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が一部閉鎖しているが、外板は癒合が認められないことから壮年後半

から熟年程度と推定される。

〔性別〕狽1頭骨の乳様突起力調 さヽく、前頭結節が認められ、寛骨の大坐骨切痕の形状が広いことから

女′性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕右大腿骨骨頭部に多孔性の病変が認められる。

BttS Z28出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図23の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。下顎左側切歯と智歯を除く全ての歯が残存する。歯質の保存状態も

良好である。咬耗は中程度で、象牙質が点状に露出する程度まで進行している。

W[2ふン[l P2 Pl C 12 11 C Pl P2 1v[l h/12

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が一部閉鎖、外板は癒合が認められないことから壮年程度と推定され

る。

〔性別〕前頭結節が認められ、乳様突起力� さヽく、寛骨の大坐骨切痕の形状が広いことから女性と推

定される。

BttS Z29出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図24の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。歯の残存本数、歯質の保存状態ともに良好である。象牙質が面状に

露出する程度まで咬耗が進んでいる。

C Pl P2    江ヽ2

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板がほとんど閉鎖、

12 C Pl P2 A/1l �[2

タト板は一部癒合が認められることから熟年程度と推

定される。

〔性別〕乳様突起が大きく、額が垂直に立ち上がらず、前頭結節が認められないことと大腿骨の骨頭

部が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴・その他〕左雁骨最大長 (317mm)か ら、藤井 (1960)の式で推定される身長は1537c

mである。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平本、1972)で あるので、当時としては少

し小柄な身長である。睡骨は、扁平を示さない。右睡骨の中央矢状径は30mm、 同横径は29mmで、中

央横断示数は967である。右睡骨骨幹部前縁に骨膜炎と思われる「樹皮状」の骨増殖が認められる。

BttS Z30出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図25の 網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が確認された。

残存する歯はない。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板が一部閉鎖、外板は癒合が認められないことから壮年期後半程度と推定

される。

〔′l■別〕大腿骨の骨幹部が頑強なことから男性と思われる。

BttS Z31出 上人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図26の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片が多数確認された。

Ⅵ 出土人骨の分析

図22 BttSZ27人 骨
出上部位

図23 BttSZ23人 骨
出上部位

図24 BttSZ29人 骨
出上部位

図25 BttSZ30人 骨
出上部位
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残存歯は次のとおりである。下顎骨に植立された3本の歯だけが遺存する。咬耗は中程度、象牙

質が点状に露出する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、クト板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕眉上の隆起が発達し、大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨の殿筋粗面はよく発達し、粗線は内・外唇とも帯状に隆起

するが、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は26mm、 同横径は26mmで 、中央横断示数は1000

である。

BttS Z32出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図27の 網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片と椎骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。上顎左狽1第二小臼歯を除く全ての歯が残存する。上顎歯の一部は歯

槽の破損のために遊離歯となっているが、下顎歯は全て顎骨に植立する。歯質の保存状態は総じて

良好であるが、一部にエナメル質の剥離が認められる。咬耗は弱く、エナメル質に限局する程度で

ある。

下顎左側第三大臼歯の近心面に歯髄腔まで達する大きな舗害をもつ離蝕が認められる (写真8-
4)。

〔年齢〕下顎の第2小臼歯がすでに萌出完了していることと第1か ら2仙椎の癒合線が明瞭に認め

られることから若年段階と思われる。

〔性別〕若年段階ながら寛骨の大坐骨切痕の形状が広いことと大腿骨の骨頭部が華奢なことから女

性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕寛骨耳状面前下部にわずかに溝が認められる。

図26 BttSZ91人 骨
出上部位

BttSZ32人骨
出上部位

柱状性を示さ

図28 BttSZ33人 骨
出上部位

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。 図27

〔性別〕眉上の隆起が発達し、乳様突起が大きく、外後頭隆起力翠 められることから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨の殿筋祖面はよく発達し、粗線は内・外唇とも帯状に隆起するが、

ない。左大腿骨の中央矢状径は23nlm、 同横径は25mmで、中央横断示数は920である。

BttS Z33出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図28の網掛けの部分で示した。

その他四肢骨片が多数遺存している。

残存歯は次のとおりである。上顎は右側臼歯部の他は歯槽の破損によって遊離歯となっている。

下顎切歯部も歯槽が破損する。下顎第一大臼歯の咬頭内斜面についてエナメル質内に限局した咬耗

が認められるものの、他の歯はほとんど未咬耗状態である。

BttS Z34出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は不良である。歯冠 2個 と骨片が少量遺存している。

残存歯は次のとおりである。歯質の保存状態も不良であり、歯根は崩壊し、エナメル質も剥離が著しい。形態的に詳細

は不明である。
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Ⅵ 出土人骨の分析

〔年齢〕遺存状態が不良なため推定不能。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

BttS Z35

人骨を欠く。

BttS Z36出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は不良である。歯と頭蓋骨片および四肢骨片が多数遺存している。

残存歯は次のとおりである。歯に関しては保存状態は比較的良好で、歯質の崩壊も少ない。乳歯および未咬耗に近い永

久歯が遊離歯の状態で遺存する。

dm2 dml dc  di2  dil dil  di2  dc dml dm2

dm2 dml dc  di2 di2  dc dml dm2

〔年齢〕歯の形成状態から4歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

BttS Z37出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図29の網掛けの部分で示した。

残存する歯種に重複があり、最低2個体分が混入している。下顎の歯は顎骨に植立しているが、

上顎歯は遊離歯であるので、下顎歯と同程度の咬耗のものを選び出して同一個体のものとした。こ

れを3子1と し、その他の歯を372と して扱う。

3作1の残存歯は次のとおりである。歯質の保存状態は良好である。咬耗は象牙質が一部で点状に

露出する程度である。

P2 Pl C 1l 12 C Pl P2

�[2 Ml P2 Pl C 12 11 1l 12 C Pl P2 K/11

372の残存歯は次のとおりである。前歯が遊離歯の状態で遺存する。3子1よ りは咬耗が進行して

おり、象牙質が線状に露出する。
図29 BttSZ37-1

人骨出上部位

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕眉上のF42起が発達し、寛骨の大坐骨切痕の形状が狭いことから男性と思われる。

〔形態学的特徴。その他〕寛骨耳状面前下部にわずかに溝が認められる(写真15-1)。 左右の大腿骨は、柱決性を示さない。

右大腿骨の中央矢状径は26mln、 同横径は301nmで、中央横断示数は86.7で ある。右撓骨最大長 (21llllm)か ら、藤井 (1960)の

式で推定される身長は152 4cmである。江戸時代成人男性の推定平均身長は157.lcm(平 本、1972)であるので、当時の男

性としては低い身長になる。左上顎洞内に骨増殖が認められる(写真7-4)。 左側頭骨関節結節部に多孔性の骨病変が認め

られる (写真7-2)。 腰権に変形性杏椎症における棘状骨増殖がみられる (写真11-4)。
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BttS Z 38出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図30の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。下顎左右犬歯だけが遊離歯として残存する。特記すべきことはな

セゝ。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年程度と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

BttS Z39出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図31の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。全て遊離歯として遺存する。象牙質が面状に露出し、自歯では咬頭

が消失する程度まで咬耗が進行している。

M2    P2 Pl C

1l 12 C Pl P2 1v【 1 4v12ふ近3

〔年齢〕ラムダ縫合の内板が一部門鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕眉上の隆起が発達し、寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨幹部が頑強なことから男

性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は26mm、 同

横径は27mmで、中央横断示数は963である。右側頭骨関節結節部に多孔性の病変が認められる (写

真 ?)。

BttS Z40出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図32の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が確認された。

歯の残存はない。

〔年齢〕大腿骨の近位の骨端線がすでに消失しているので成人段階には達していた。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は28mm、 同

横径は27mmで、中央横断示数は1037である。

BttS Z41出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は不良である。歯19本、権体の骨片と同定不能の骨片が少量遺存してい

る。

残存歯は次のとお りである。全て遊離歯である。特記すべ きことはない。

図30 BttSZ38人 骨
出土部位

図31  BttSZ39ノ(骨
出上部位

図32 BttSZ40人 骨
出上部位

dm2 dml dc  di2  dil di2  dc dml

dm2 dml dc  di2  dil l dil  di2  dc

〔年齢〕歯の形成状態から2歳前後と思われる。

〔′l■別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。
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BttS Z42出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図33の網掛けの部分で示した。

歯の残存はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が開鎖、クト板は一部癒合が認められることから熟年程度と推定される。

〔
′
l■別〕大腿骨の遠位端が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕睡骨は、扁平性を示す。右1堅骨の中央矢状径は28mm、 同横径は17mmで、

中央横断示数は810である。左睡骨最大長 (328mm)か ら、藤井 (1960)の 式で推定される身長は1550

cmである。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平本、1972)であるので、当時としては平

均的な身長である。頭頂骨ラムダ付近に多孔性の病変が認められる (写真7-1)。

BttS Z43出 土人骨

〔遺存状態〕頭蓋を中心に遺存する。同定できた部位は図34の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。下顎の歯は顎骨に植立している。咬耗は象牙質が点状に露出する程

度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板、タト板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と思われる。

〔性別〕前頭結節が認められ、眼寓上縁が鋭いことから女性と思われる。

BttS Z44出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図35の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢骨片が多数確認された。

残存歯は久のとおりである。歯質の保存状態は不良であり、歯根は崩壊するものが多く、エナメ

ル質の剥離も見られる。前歯部の咬耗は軽度であるが、臼歯部では象牙質が面状に露出する程度ま

で咬耗が進行している。下顎左側の側切歯と犬歯とが癒合している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから熟年程度と推定

される。

〔性別〕乳様突起が大きく、外後頭隆起が発達することから男性と思われる。

BttS Z45

人骨を欠く。

BttS Z46出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図36の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。下顎右側側切歯は齢蝕によるものと思われる残根である。このほ

か、歯種の同定不可能な上顎歯の残根が 2点残存する。咬耗は中～強であり、象牙質が面状に露出

する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が一部閉鎖、外板は癒合が認められないことから壮年期後半程度と推

定される。

Ⅵ 出土人骨の分析

図33 BttSZ42人 骨
出上部位

図34 BttSZ43人 骨
出土部位

図35 BttSZ44人 骨
出上部位

図36 BttSZ46人 骨
出土部位
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〔性別〕眉上の隆起が発達することから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は25mm、 同横径は27mmで、中央横

断示数は926である。

BttS Z47出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して良である。同定できた部位は図37の網掛けの部分で示した。そのほ

かにも四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。全て遊離歯である。咬耗は中～強度で、象牙質が面状に露出する。

C Pl P2 1v[1

h/12 �ll P2    C

h712h/1l P2    C

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が半分程度閉鎖、外板は一部癒合が認められることから熟年程度と推

定される。

〔性別〕乳様突起力朔 さヽく、額が垂直に立ち上がり、前頭結節が認められることから安l■ と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は26mm、 同

横径は27mmで 、中央横断示数は963である。

BttS Z48出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図38の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片と四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。下顎左側の歯は顎骨に植立しているが、他は遊離歯である。咬耗は

中程度、象牙質が点状に露出する程度である。

ふ/13h712�生l P2 Pl C 12 11 12 C Pl P2 �ll ふ7[2M3

M2贄v[l P2 Pl C 12 11111 C Pl P2 K/1l W12 ふ713

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が一部閉鎖、外板は癒合が認められないことから壮年期後半程度と推
定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的狭いが、額が垂直に立ち上がり、乳様突起力剃 さヽいことか

ら女性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕寛骨耳状面前下部に中程度の溝が認められる。左右の大腿骨は、柱状性

を示さない。右大腿骨の中央矢状径は26mm、 同横径は27mmで、中央横断示数は1063である。右大腿

骨最大長 (382mm)か ら、藤井 (1960)の式で推定される身長は146 6cmで ある。江戸時代成人女性の

推定平均身長は147cm(平本、1972)であるので、当時の女性として平均的な身長になる。

BttS Z49出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図39の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。咬耗は弱～中程度、自歯では咬頭が広く平坦化するが象牙質の露出

は顕者ではない。上顎左側第一大臼歯遠′ふ面歯頚部を中心として、歯髄腔まで達する齢寓をもつ舗

蝕が認められる。

」v12    P2 Pl

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板 ,ラ� とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕側頭骨の乳様突起力調 さヽく、外後頭隆起が発達せず、大腿骨骨頭部が華奢なことから女性と

推定される。

図37 BttSZ47人 骨
出上部位

図38 BttSZ48人 骨
出土部位

図39 BttSZ49人 骨
出土部位
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BttS Z 50出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図41の網掛けの部分で示した。

歯の残存はない。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板が閉鎖、タト板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

BttS Z51出土人骨

〔遺存状態〕歯のみが遺存する。残存歯は次のとおりである。

1l 12 C

Ⅵ 出土人骨の分析

図42 BttSZ52人 骨
出上部位

図43 BttSZ53人 骨
出上部位

図41  BttSZ50人骨
出土部位

歯冠エナメル質の破片が6点残存する。永久歯に咬耗は生じておらず、

は不明である。

〔年齢〕歯の形成状態から2歳程度と推定される。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

乳歯の咬耗もさほど強 くはない。その他の詳細

BttS Z52出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図42の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片と四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとお りである。

ふ〆[2 h/1l P2 Pl C 12

上顎歯は遊離歯、下顎歯は顎骨に植立 した状態で遺存する。咬耗がきわめて顕著に進行 してお

り、臼歯部において咬頭が消失して平坦化、また象牙質が面状に露出する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕眉上の隆起が発達し、乳様突起が大きく、外後頭隆起が認められることから男性と思われ

る。

BttS Z53出上人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図43の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片と四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

遊離歯のみの遺存である。2点については歯種と部位の同定ができたが、その他同定不能な破片

が4点残存する。咬耗が進行しており、象牙質が広く露出する。歯の詳細は不明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の半分程度が閉鎖、クト板は癒合が認められないことから熟年程度と推

定される。

〔性別〕乳様突起が大きいことから男性と思われる。
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BttS Z54出土人骨

〔遺存状態〕歯のみが遺存している。残存歯は次のとおりである。

乳歯歯冠および未咬耗の永久歯歯冠のみが遊離歯として残存する。

は不明である。

〔年齢〕歯の形成状態から2～ 3歳 と推定される。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

象牙質は崩壊し、エナメル質のみが遺存する。詳細

BttS Z56出土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図44の網掛けの部分で示した。

その他四肢骨片が多数遺存している。

残存歯は人のとおりである。

他に歯冠破損のため同定不能の遊離歯が 2点遺存する。下顎右all犬歯のみが顎骨に植立し、他は

遊離歯である。歯の保存状態は不良であり、詳細は不明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の一部が閉鎖、クト板は癒合が認められないことから壮年期後半と推定

される。

〔性別〕若年段階ながら寛骨の大坐骨切痕の形状が広いことと大腿骨の骨頭部が華奢なことから女

性と思われる

〔形態学的特徴 。その他〕寛骨耳状面前下部に中程度の溝が認められる。左右の大腿骨は、柱決陛

を示さない。左大腿骨の中央矢状径は26mm、 同横径は27mlnで、中央横断示数は96.3で ある。

BttS Z57出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図45の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

図44 BttSZ56メ、骨
出土部位

M3

歯冠外形は比較的良好に保存されるが、歯質は脆弱化しているため破損がみられる歯冠も多い。

咬耗は軽度であり、エナメル質内に限局する程度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことと大腿骨遠位の骨端力Yヒ骨していな
いことから若年と推定される。

〔性別〕額が垂直に立ち上がり、前頭結節が認められることと四肢骨の骨幹部が華奢なことから女

性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕右睡骨近位関節面に多子と性の病変が認められる。

図45 BttSZ57人 骨
出上部位
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BttS Z58出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図46の網掛けの部分で示した。その

ほかにも胸椎片が確認された。

歯の残存はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板は閉鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕前頭骨に前頭結節が認められ、寛骨の大坐骨切痕の形状が広く、円弧を描くことから女性と

推定される。

〔形態学的特徴・その他〕寛骨耳状面前下部に中程度の溝が認められる。右大腿骨の中央矢状径は23

mm、 同横径は24mmで、中央横断示数は958と なり柱決陛を示さない。

BttS Z59出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図47の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

C Pl P2 A/1l M2

上顎歯の大部分と下顎右側前歯部から小臼歯部までは顎骨と共に遺存するが、他は遊離歯であ

る。歯冠外形は比較的良好に保存されるが、エナメル質の剥離が著しい。咬耗は軽度であり、エナ

メル質内に限局する程度である。

〔年齢〕大腿骨近位の骨端線がみとめられるので20歳前後と推定される。

〔性別〕大腿骨骨頭が華奢なことから女性と思われる。

BttS Z60出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。歯1本と頭蓋骨片、四肢骨片が少量確認された。

残存歯は次のとおりである。

咬耗は象牙質が面状に露出する程度まで進行している。その他特記すべきことはない。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度と思われる。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

BttS Z61出土人骨

壮年男性と思われる頭蓋と熟年女性と思われる頭蓋が 2つ検出されている。

〔形態学的特徴 ,その他〕

壮年男性の方にクリブラ・オルビタリアがみられる。

Ⅵ 出土人骨の分析

図46 BttSZ58人 骨
出上部位

図47 BttSZ59人 骨
出上部位
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BttS Z62出 土人骨

〔遺存状態〕下肢骨を中心に遺存。同定できた部位は図48の網掛けの部分で示した。歯の残存はな
い。

〔年齢〕下肢骨に加齢陛の骨増殖が認められないことから壮・熟年程度と推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と思われる。

(形態学的特徴。その他〕 右大腿骨最大長 (385mal)か ら、藤井 (1960)の式で推定される身長は150

cmである。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平本、1972)であるので、当時の男性とし

ては少し低い身長になる

BttS Z63・ 64崖上二人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図49の網掛けの部分で示した。

歯の残存はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板はほとんど閉鎖、外板は一部癒合が認められることから熟年程度と推

定される。

〔性別〕全体的に骨厚で男性的な印象を受けるが断定はできない。

BttS Z66出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図50の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片と四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

W12    P2 Pl C    11 11 12 C Pl P2 h/1l �[2

歯質の保存状態は比較的良好である。特に大臼歯部において咬耗がきわめて顕著に進行してお

り、残存する大臼歯は象牙質が面状に広く露出し、咬頭が消失して咬合面が平坦化する。

〔年齢〕頭蓋矢状・ラムダ縫合の内板がほとんどが閉鎖、クト板は半分程度が閉鎖していることから

熟年以上と推定される。

〔性別〕乳様突起が大きく、外後頭隆起が発達し、大腿骨の骨頭部が頑強ことから男性と思われる。

図48 BttSZ62人 骨
出上部位

図49 BttSZ63・ 64
人骨出上部位

BttS Z67出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は不良である。

残存歯は次のとおりである。

図50 BttSZ66フ(骨

出土部位

後頭骨片と歯 2本。その他四肢骨片が少量遺存 しているのみである。

下顎右恨1の大歯および第三大臼歯のみが残存する。特記すべきことはない。

〔年齢〕下顎の第三大臼歯に咬耗が認められるので、成人段階には達していた。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。
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BttS Z 68出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図51の網掛けの部分で示した。

歯の残存はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、外板は半分程度閉鎖していることから老年段階に達していた

可能性がある。

〔性別〕眉上の隆起が発達し、寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨骨頭が頑強なことから男性と

思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕下位胸椎と腰権が、変形陛脊権症における前縦靭帯の骨化による堤状の

骨増殖で癒合している (写真11-3)。

BttS Z69出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は不良である。同定できた部位は図52の網掛けの部分で示した。その他

四肢骨片が遺存 している。

残存歯は人のとお りである。

�[2

1l 12 C Pl P2 1vll �12

Ⅵ 出土人骨の分析

図51  BttSZ68人骨
出上部位

咬耗が進行しており、象牙質が面状に露出し、咬頭は消失する。

〔年齢〕上・下顎第2大臼歯の咬耗が象牙質の全面におよんでいることから、老年段階に達してい

た可能性がある。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

図52 BttSZ69人 骨
出上部位

BttS Z 70出土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は不良である。前頭骨、側頭骨、頭頂骨を中心とした頭蓋の一部と歯、大腿骨片が遺存するの

みである。

残存歯は次のとお りである。

lv[2 Ml P2 Pl C 12

Ml    Pl C 12 11

dm2 dml

C Pl P2 A/11

dc dml dm2

dm2 dml dc dc      dm2

歯質の保存状態は良好である。乳歯の咬耗は特に乳臼歯部において進行しているが、永久歯は未咬耗である。歯根も未

完成であり、永久歯は萌出前であつたことが推浪1さ れる。

〔年齢〕歯の形成状態から6～ 7歳 と推定される。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

BttS Z71出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図53の網掛けの部分で示した。そのほかにも四肢骨片が多

数確認された。
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残存歯は次のとおりである。

健全歯の外形は比較的良好に保存されるが、進行した齢蝕が多数歯に認められる。上顎右側第一

大臼歯近心面に象牙質まで進行した齢寓が認められ、上顎左側第一・第二小臼歯は残根状態、同第
一大臼歯は頬側と舌側にわずかに歯質を残すもののほとんど残根である (写真9-4)。 更に下顎左側

第一大臼歯遠心面に象牙質まで進行した離寓がみられ、その遠心隣在歯である下顎左側第二大臼歯

相当部には治癒途上の抜歯寄が観察できる。総じて口腔内の衛生状態は芳しくなかったことが推測
される。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕乳様突起力朔 さヽく、前頭骨が垂直に立ち上がり、前頭結節が認められることから女性と思わ

れる。

BttS Z72出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図54の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

歯質の保存状態も不良である。咬耗の進行は強度であり、象牙質が面状に露出する程度である。
その他詳細は不明である。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年以上と思われる。

〔性別〕大腿骨骨幹部が華奢なことは女性的な印象を受けるが、断定はできない。

BttS Z74出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は良好である。同定できた部位は図55の網掛けの部分で示した。そのほかに

も肋骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

図58 BttSZ71人骨
出上部位

図54 BttSZ72人骨
出上部位

図55 BttSZ74人骨
出上部位

上顎歯は遊離歯として、下顎歯は顎骨に植立して遺存する。歯質の遺存状態は不良で、特に大臼

歯においては歯質に亀裂が入っている。また咬耗も進行しており、前歯・臼歯ともに象牙質が広く
面状に露出する。

なお、別個体の下顎左側第一大臼歯が 1本混入している。歯種の重複ではないが、全 くの未咬耗
であり、明らかに異なる個黙の歯と判断できる。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が開鎖、タト板は一部癒合が認められることから熟年程度と推定される。

〔性別〕乳様突起が大きく、大腿骨骨頭部が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨の殿筋祖面はよく発達し、粗線は内 ,外唇とも帯状に隆起するが、柱状性を示さ
ない。右大腿骨の中央矢状径は271111m、 同横径は30mmで、中央横断示数は900である。

BttS Z73出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。歯 4本と左大腿骨骨幹部、それに四肢骨片が少量確認されたのみである。

残存歯は次のとおりである。
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Ⅵ 出土人骨の分析

歯質の保存状態も良好であり、全ての残存歯が顎骨に植立している。咬耗は軽度であり、象牙質の露出はみられない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・タト板とも癒合が認められないことかけL年期前半程度と推定される。

〔性別〕孝し様突起が大きく、横後頭F4k起が発達し、寛骨の大坐骨切痕の形状が狭 く、大腿骨の骨頭部が頑強なことから男

性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕クリブラ・オルビタリアがみられる。左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢

状径は26mm、 同横径は25mmで、中央横断示数は1040である。左大腿骨最大長 (397mm)か ら、藤井 (1960)の 式で推定され

る身長は152 8cmで ある。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平本、1972)で あるので、当時の男性としては少

し低い身長になる。頚椎に変形性関節症と思われる多孔性の病変が認められた (写真10-3・ 4)。

BttS Z75出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図55の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

歯質の保存状態はやや不良であり、歯質に大きく亀裂を生じているものもある。咬耗の進行は顕

著である。前歯部、臼歯部ともに象牙質が面状に露出し、下顎小臼歯、上下顎大臼歯では咬頭が消

失している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから熟年程度と推定

される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と思われる。

BttS Z76出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図56の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

歯の遺存状態も不良である。歯冠のみが遊離して遺存し、歯根は崩壊する。咬耗は軽度である。

〔年齢〕冠状縫合の内板が閉鎖するが、クト板には癒合が認められないことから熟年程度と推定され

る。

〔性別〕大腿骨骨幹部が華奢なことは女性的な印象を受けるが、断定はできない。

BttS Z77出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図57の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

歯の遺存状態は概して不良である。顎骨が遺存する上顎右狽Jお よび下顎は歯槽に植立できるが、

他は遊離歯である。咬耗は、自歯部に関しては象牙質が点状に露出する程度であるが、前歯におい

ては象牙質が線状に露出するまでに進行している。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度と推定される。

〔性別〕大腿骨の骨頭が比較的頑強なことは男性的な印象を受けるが、断定はできない。

図55 BttSZ75人 骨
出上部位

図56 BttSZ76人 骨

出土部位

図57 BttSZ77人 骨

出上部位
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BttS Z78出 土人骨

〔遺存状態〕歯冠エナメル質の破片が6点のみ確認できた。

咬耗と断片化が著しく、歯の同定は不可能である。特記すべき事項はない。
〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年以上と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

BttS Z79出 土人骨

〔遺存状態〕下肢骨を中心に遺存。同定できた部位は図58の網掛けの部分で示した。そのほかにも
四肢骨片が多数確認された。

歯の残存はない。

〔年齢〕左大腿骨近位の骨端線が閉鎖していることから、成人には達していた。
〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的広く、女性的な印象を受けるが断定はできない。

BttS Z81出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図59の網掛けの部分で示した。
残存歯は次のとおりである。

上顎歯は残存しない。下顎は右側の大歯および第一大臼歯の他は全て喪失し、歯槽も閉鎖してい
る。下顎枝はかろうじて歯槽が残るものの極めて浅く、歯周疾患による歯槽吸収があったことをう
かがわせる。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、外板は癒合していないことから熟年と推定される。
〔性別〕頭蓋において額が垂直に立ち上がり、前頭結節が認められ、側頭骨の乳様突起力Mヽ さい。さ
らに寛骨の大坐骨切痕の形伏が広く、円弧を描くことと、大腿骨骨頭力泄ヒ較的小さいことから女性
と推定される。

〔形態学的特徴・その他〕寛骨耳状面前下部に中程度の溝が認められる。右大腿骨の中央矢状径は24
alm、 同横径は23mmで、中央横断示数は104.3と なり柱状性を示さない。

BttS Z82出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図60の網掛けの部分で示した。
残存歯は次のとおりである。

顎骨から遊離して遺存する。歯の保存状況も概して不良であり、歯冠は比較的良好に保存される
ものの歯根は崩壊が著しい。咬耗は強く進行しており、臼歯の咬頭内斜面は平坦化している。
〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、クト板は癒合していないことからから熟年程度と推定される。
〔′14別〕乳様突起力調 さヽく、外後頭隆起が未発達なことから女性と推定される。

図58 BttSZ79人骨
出上部位

図59 BttSZ81人骨
出土部位

図60 BttSZ82人 骨
出上部位
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BttS Z 83出 土人骨 (写真3-1。 2)

〔遺存状態〕頭蓋を中心に遺存する。同定できた部位は図61の網掛けの部分で示した。そのほかに

も四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

上下顎ともに顎骨に植立されて保存され、歯の保存状態は比較的良好である。咬耗はきわめて顕

者に進行しており、象牙質が広く面状に露出する。前歯の切縁は大きく削られ、自歯の咬頭は消失

して咬合面が平坦化している。上顎右側第一 。第二小臼歯は齢蝕により残根となっている。また上

顎左右大臼歯部は生前に歯が脱落しており、歯槽は閉鎖している。

なお、顎骨と一致する歯のほかに未咬耗の下顎左狽1第一大臼歯 1本が混入していた。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、外板も一部閉鎖していることから熟年程度と推定される。

〔性別〕乳様突起が大きく、四肢骨の骨幹部が頑強なことから男性と思われる。

BttS Z84出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図62の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

下顎歯のみが顎骨に植立されて遺存する。歯の保存】犬態は概して不良である。歯冠エナメル質の

保存状態は比較的良好であるが、象牙質や歯根では崩壊が各所に認められる。咬耗は前歯の切縁部

や臼歯の一部の咬頭において象牙質が線状に露出する程度まで進行している。下顎右側第一大臼歯

咬合面において、象牙質の広範囲に進行した舗蝕が観察される。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度と思われる。

〔性別〕頭蓋において乳様突起力沈 さヽい。さらに大腿骨の骨頭が比較的小さいことから女性と推定

される。

〔形態学的特徴 。その他〕右大腿骨の中央矢状径は23mln、 同横径は26mmで、中央横断示数は885と な

Ⅵ 出土人骨の分析

図61  BttSZ83人 骨
出上部位

図62 BttSZ34人骨
出上部位

り柱渋陛を示さない。

BttS Z85出 上人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図63の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

下顎左根1日歯部のみが顎骨に植立した状態で遺存するが、他は遊離している。保存状態は概して

不良であり、歯質全体の表面が粗椎化する他、歯根はかなりの歯において崩壊する。咬耗は象牙質

が線状に露出する程度までに進行している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・タト板とも癒合していないことからから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕乳様突起が比較的小さく、大腿骨の骨幹は華奢なことから女性と推定される。 図63 BttSZ85人 骨
出土部位
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BttS Z86出 土人骨

〔遺存状態〕置存状態は概して不良である。同定できた部位は図64の網掛けの部分で示した。
残存歯は次のとおりである。

下顎歯だけが歯槽に植立し、上顎歯は遊離歯としてそれぞれ遺存する。歯冠の保存状態は比較的
良好であるが、遊離した上顎歯では歯根の崩壊が進行する。咬耗は象牙質が面状に露出する程度ま
でに進行し、大臼歯では咬頭が消失している。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年程度と思われる。

〔性別〕大腿骨の骨幹部が頑強なことから男性と推定される。

BttS Z87出 土人骨

〔遇存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図65の網掛けの部分で示した。その
ほかにも胸椎片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

下顎左右第一 。第二大臼歯だけが遊離歯の状態で遺存する。保存状態は不良でエナメル質の剥離
が著しい。咬耗は象牙質が面状に露出する程度まで進行している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板は半分程度閉鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定
される。

〔性別〕乳様突起が大きいことから男性と推定される

図64 BttSZ86人 骨
出土部位

図65 BttSZ87人 骨
出上部位

BttS Z88出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図66の網掛けの部分で示した。
残存歯は次のとおりである。

下顎右側第一大臼歯だけが遊離歯として残存する。咬耗は象牙質が面状に露出する程度である。
他に特記すべきことはない。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度と思われる

〔Jl■別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

図66 BttSZ88人 骨
出上部位

-454-



BttS Z89出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図67の網掛けの部分で示した。その

ほかに権体片、肋骨片、四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

上下顎ともに歯槽が植立 した状態で遺存するが、前歯部は歯槽のみが確認され、歯の遺存ははい。

また下顎右偵I第一小臼歯は歯頚部で歯冠が破折 してお り、歯槽内の歯根のみが遺存する。保存状態

は比較的良好であるが、一部の歯にエナメル質の剥離が認められる。咬耗は弱～中程度で、大臼歯

部の咬頭頂に象牙質が点状に露出する程度に進行 しているが、他の歯についてはエナメル質内に限

局した咬耗である。

BttS Z90出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図68の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片、椎体片、四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

上下顎ともに歯槽に植立 した状態で遺存するが、上顎右側の中切歯と犬歯は歯槽のみ確認され、

歯は残存 しない。上顎左側側切歯、下顎右側中切歯、下顎左側の中切歯 と側切歯は生前の歯の喪失

により歯槽が閉鎖 している。咬耗は特に大臼歯部において顕著であり、咬頭が消失する程度まで進

行 している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕眉上の隆起が発達し、乳様突起が中程度の大きさで、外後頭隆起が認められ、大腿骨の骨

頭が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕クリブラ。オルビタリアが認められる。

BttS Z91出 上人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図69の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片と四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

上顎は左側犬歯部を除き遊離歯として遺存する。下顎は左側大臼歯相当部位の歯槽が破損 してい

るが、他は顎骨に植立 して遺存する。左右下顎中切歯は生前の歯の喪失により歯槽が閉鎖 してい

る。咬耗は特に大臼歯の咬頭において象牙質が面状に露出する程度に進行 している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖するが、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定さ

ンとる。         .
〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

Ⅵ 出土人骨の分析

図67 BttSZ89人 骨
出上部位

図68 BttSZ90人 骨
出上部位

図69 BttSZ91人 骨
出土部位

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・タト板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕狽1頭骨の乳様突起が大きく、後頭骨の外後頭隆起が発達し、寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭部が

頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は27mm、 同横径は28mmで、中央横

断示数は964で ある。右携骨最大長 (242mm)から、藤井 (1960)の 式で推定される身長は162 5cmで ある。江戸時代成人男

性の推定平均身長は157 1cm(平 本、1972)であるので、当時の男性としては少し高い身長になる。
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BttS Z92出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は良好である。同定できた部位は図70の網掛けの部分で示した。そのほかに

も肋骨片が確認された。

残存歯は人のとおりである。

M2�ll P2 Pl C 12 11 1l 12  C Pl P2 ふ〆[l M2

Pl P2 Ml ふァ[2

この部位の歯は顎骨に植立して残存する。

咬耗は一部象牙質が点状露出する程度であ

左側の上顎骨 と左右にわたる下顎骨が残存 してお り、

他は遊離歯である。歯の遺存状態は比較的良好である。

る。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が一部閉鎖するものの外板には癒合が認められないことから壮年期後
半程度と推定される。

〔性別〕眉上の隆起が突出し、乳様突起が大きく、外後頭隆起が発達し、

図70 BttSZ92人 骨
出上部位

寛骨の大坐骨切痕の形状が狭いことから男性 と

思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は31mm、 同横径は304mで 、中央横

断示数は1040である。右大腿骨最大長 (425mm)か ら、藤井 (1960)の 式で推定される身長は159 9cmで ある。江戸時代成人

男性の推定平均身長は157.lcm(平 本、1972)であるので、当時の男性としては平均的な身長である。腰椎に変形性関節症
と思われる棘状骨増殖が認められた (写真11-1・ 2)。

BttS Z 93出土人骨

〔遺存状態〕歯 8本が遺存する。

残存歯は次のとおりである。

ふ〆13W[2h/1l P2 P2 W[l V12 M3

遺存状態は不良であり、特記すべきことはない。

BttS Z94出土人骨

〔遺存状態〕最低 2個体が混入する。

残存するのは以下の歯式で示す遊離歯だけである。

(BttSZ94-1)

永久歯はほとんど未咬耗であり、これは乳歯が残存することと矛盾しない。

(BttSZ94-2)

h/12 Ml P2 Pl

�[2 Ml P2 Pl C Pl P2 V1l �[2

象牙質が露出する程度まで咬耗が進行した遊離歯が残存する。

〔年齢〕BttSZ94-1に関しては歯の形成状態から3～航 と推定される。BttSZ94-21こ 関しては壮年期程度と推定される。

〔性別〕BttSZ94-11こ 関しては、この年齢段階の性別推定は困難であり不明である。BttSZ94-2に関しても性差が明確
な部位が遺存していないため判定不能である。
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BttS Z95出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図71の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとお りである。

�121v[l P2 Pl C Pl P2 いノ[l h/12

卜江2ふ71l P2 Pl C 12 C Pl P2 1v[1 lv12

上顎・下顎ともに顎骨の遺存する部位は歯も残存するが、歯質の保存状態は不良である。

象牙質が点状に露出する歯が散見され、全体的に咬耗は中程度まで進行しているものの、際だっ

て強い咬耗が認められるわけではない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合していないことからから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達しており、乳様突起が小さなことから女性と推定さ

BttS Z98出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図72の網掛けの部分で示した。そのほかに

も肋骨片、腰権片と四肢骨片が確認される。

残存歯は人のとお りである。

h712ふ71l P2    C 12 11

h/13   ふ近l P2

歯槽の吸収が進行しており、残存する歯は容易に脱落する状態である。咬耗が顕著であり、象牙

質が広く面状に露出している。

〔年齢〕歯の咬耗の進行】犬況から熟年程度と思われる。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕寛骨耳状面前下部に溝がわずかに認められる。

BttS Z99出 土人骨

〔遺存状態〕歯冠の小片が遺存するのみである。

同定できた残存歯は久のとおりである。

Ⅵ 出土人骨の分析

図71  BttSZ95ノ (骨
出土部位

図72 BttSZ98人 骨
出上部位

れる。

〔形態学的特徴。その他〕左右の大腿骨と睡骨の骨幹部に骨膜炎と思われる「樹皮状」の骨増殖が認められる。(写真12-3)。

BttS Z 97出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。

残存歯は次のとおりである。

ふ712

顔面の一部、下顎骨片と四肢骨片が確認されただけである。

歯の保存状態も不良であり、断片化が著しい。確認された歯は全て遊離歯であり、この他に同定不能な歯の断片が残存

する。咬耗は象牙質が広く面状に露出する程度まで顕著に進行している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕側頭骨の乳様突起が比較的大きいことから男性と思われる。

C Pl P2

この他に、同定不能なエナメル質断片が多数遺存する。特記すべき事項はない。
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〔年齢〕歯の形成状態から3歳前後と推定される。

〔性】U〕 この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

BttS Z100出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図73の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片、胸椎片、四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

ふ7[l P2    C  12 11 1l 12 C Pl P2

上下顎ともに顎骨が遺存する部位の歯が残存し、また原位置に植立可能である。歯の保存状態は

やや不良である。咬耗は象牙質が線状に露出する程度まで進行している。下顎左側第一大臼歯、下

顎右側第二 。第三大臼歯部は歯槽骨に垂直性の骨吸1又が認められる。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が半分程度閉鎖するが、外板は癒合していないことからから熟年程度
と推定される。

〔性別〕額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達しており、乳様突起が小さなことから女
′
性と推定される。

BttS Z10刊 出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図74の 網掛けの部分で示した。そのほかに

も肋骨片、頚椎片、腰椎片、四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

図73 BttSZ100人 骨
出土部位

上顎右側第一大臼歯だけが残存する。象牙質が面状に露出するまで咬耗が進行している。他に特

記すべき事項はない。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板がほとんど閉鎖、クト板は一部癒合していることからから熟年後半程度と

推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴・その他〕頚椎と腰権の権体に加齢性と思われる棘状骨増殖が認められる。

BttS Z102出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図75の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片、権骨片、四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとお りである。

h/12

Ml   Pl C

歯に関しての保存状態は不良である。歯槽の破損が著 しく、また咬耗も顕著に進行 しているため

に詳細は不明である。上顎左側第三大臼歯は著 しい頬側への傾斜と転移を示 した状態で顎骨に埋伏

している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、タト板は半分程度癒合していることからから熟年後半程度と推

定される。

〔性別〕眉上の隆起が突出し、側頭骨の乳様突起が大きく、後頭骨の外後頭隆起が発達していること

から男性と思われる。

図74 BttSZ101人 骨
出上部位

図75 BttSZ102人 骨
出上部位
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Ⅵ 出土人骨の分析

BttS Z103出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は不良である。同定できた部位は図76の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

M2Ml P2 Pl C 12 111  12 C Pl P2 Ml M2

�[2 Ml P2 Pl C 12

歯の保存状態は比較的良好であ り、全て遊離歯 と

た、ごく弱いものである。

〔年齢〕歯の形成状態から10歳前後の小児と思われる。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

BttS Z104出 土人骨

〔遺存状態〕少量の骨片のみで、年齢・性別等は不明。

BttS Z105出 土人骨

〔遺存状態〕少量の骨片のみで、年齢・性別等は不明。

BttS Z106出 土人骨

〔遺存状態〕頭蓋骨片と右大腿骨の骨幹部片と少量の四肢骨片が確認されるだけである。年齢コ隆別

等は不明。

BttS Z107出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図77の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片と四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

1l 12 C Pl P2 A/1l M2

して遺存する。咬耗はエナメル質内に限局 し

図76 BttSZ103人骨
出上部位

図77 BttSZ107人骨
出土部位

下顎歯は、顎骨の破損部位を除いて原位置に植立することができる。咬耗は象牙質が面状に露出

する程度まで強く進行している。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年以上と推定される。

〔性別〕四肢骨が全体的に華奢なことから女性と思われる。

BttS Z108出 土人骨

〔遺存状態〕左右の上顎骨片と下顎骨右側骨体部片と歯の破片が確認されるだけである。

同定できた残存歯は次のとおりである。

PI C 1l 12 C Pl P2 Ml

M2W1l P2 Pl C 12 C Pl P2 Ml A/12� [3

歯の保存状態は良好で、細片化が著しい。同定できたものの他に最低6歯が確認されるが、その種類は不明である。咬

耗は進行しており、象牙質が露出しているのが確認できる。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年以上と推定される。

〔J陛別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

M2ふ江l P2 Pl C 12 正1
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BttS Z109出土人骨

〔遺存状態〕左右の第一肋骨と少量の骨片が確認されるだけである。

〔年齢〕第一肋骨の形状と大きさから幼児～小児段階と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

BttS Zl10出土人骨

幼児を含む複数イ固体が混入している。重複も多く、詳細は不明である。

歯について、同定できたものについて歯式を示す。便宜上BttSZl10-1か らBttSZl10-5ま で番号を付したが、上下顎

の両方を同定できたBttSZ■ 0-1、 下顎のみのBttSZl10-4と BttSZl10-5と が異なる個体であることを除いては、個体

毎の同一性が保証されているわけではない。

(BttSZl10-1)

咬合関係や咬耗度から、上顎と下顎の両方が同一個体と判断できる。

(BttSZl10-2)

上顎の遊離歯である。

(BttSZl10-3)

乳歯遊離歯 1本だけが確認される。

(BttSZl10-4)

下顎骨のみの残存である。

(BttSZl10-5)

下顎骨のみの残存である。

BttS Zlll出土人骨

〔遺存状態〕頭蓋を中心に遺存する。同定できた部位は図78の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

歯の保存状態は不良である。歯槽は残るものの、歯根を含む象牙質の多くが崩壊し、歯冠だけが

遊離して残る。咬耗は象牙質が面状に露出する程度まで進行しているのが確認される。

〔年齢〕冠状縫合は内板が閉鎖するが、外板は癒合せず、矢状縫合の内板・クト板とも閉鎖していな
いことから熟年程度と推定される。

図78 BttSZlll人 骨
出上部位

〔性別〕額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達しており、眉上の突出力Ⅵヽ さなことから女性と推定される。
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Ⅵ 出土人骨の分析

BttSZl12出土人骨

〔遺存状態〕 頭蓋の右半分だけ遺存する。

残存歯は次のとおりである。

上顎右狽」の臼歯の一部だけが歯槽に植立されて残存する。咬耗は中程度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕眼寓上縁が筑く、狽1頭骨の乳様突起が中程度、後頭骨の外後頭隆起は未発達ことから女性的であるが、断定はで

きない。

BttSZl13出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図79の網掛けの部分で示した。その

ほかにも四肢骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

上顎骨に植立 した状態で遺存する。咬耗は象牙質が線状に露出する程度までのものだが、第二大

臼歯のみ咬合面が深 くえぐれたように咬耗 している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定され

る。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が広く、大腿骨の骨頭が華奢なことから女性と思われる。

BttSZl14出土人骨

〔遺存状態〕頭蓋を中心に遺存する。そのほかにも大腿骨骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

A/12    P2 Pl C  12 1l 12 C Pl P2 h/11

多くの歯が顎骨に植立され、比較的良好に遺存する。咬耗は中程度である。

〔年齢〕冠状縫合は内板が閉鎖するが、タト板は一部癒合していないことから熟年後半程度と推定される。

〔′l■別〕額が垂直に立ち上がらず、前頭結節が発達していないことから男性と推定される。

BttS Zl15出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図80の網掛けの部分で示した。その

ほかにも中手・指骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

P2 Pl C 12

ふ7[3     h411 Pl C 12 C Pl P2    A/12

左下顎を除き、遊離歯である。歯質の保存状態は比較的良好であるが咬耗が進行しており、象牙

質が面状に露出する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が一部閉鎖するものの外板には癒合が認められないことから壮年程度

と推定される。

〔性別〕額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達しており、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的広く、

大腿骨の骨頭が華奢なことから女性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕クリブラ・オルビタリアがみられる。寛骨耳状面前下部にわずかに溝が

認められた。

図79 BttSZl13人 骨
出上部位

図80 BttSZl15人 骨
出上部位
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BttSZl16出土人骨

〔遺存状態〕右の下肢骨を中心に遺存。同定できた部位は図81の網掛けの部分で示した。そのほか
にも四肢骨片が多数確認された。

残存歯は次のとおりである。

上顎右恨J犬歯だけが遊離歯として遺存する。特記すべき事項はない。

〔年齢〕下肢骨に加齢的な骨増殖等が認められず壮・熟年程度と推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が広く、大腿骨の骨頭が華奢なことから女性と思われる。
〔形態学的特徴・その他〕寛骨耳状面前下部に中程度の溝が認められた。

BttS Zl17出 土人骨

〔遺存状態〕右の下肢骨を中心に遺存。同定できた部位は図82の網掛けの部分で示した。
残存歯は次のとおりである。

下顎右狽↓第一大臼歯だけが遺存する。特記すべき事項はない。

〔年齢〕骨幹の太さから成人段階と思われる

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

BttS Zl18出土人骨

〔遺存状態〕頭蓋骨片と歯8本のみが確認される。

残存歯は久のとおりである。

図81  BttSZl16人骨
出上部位

図82 BttSZl17ッ(骨
出土部位

その他に同定不能な歯の破片が2点遺存する。歯根まで完形で保存されるものと、歯冠エナメル質のみが保存されるも
のとが混在し、歯質の保存状態にばらつきがある。咬耗は強度で、象牙質が面状に露出する。
〔年齢〕矢状縫合は内板が一部閉鎖するが、外板は癒合していないことから壮年程度と推定される。
〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

BttSZl19出 土人骨

〔遺存状態〕頭蓋の一部と歯、肋骨片と椎骨片が確認される。

残存歯は久のとおりである。

下顎乳歯は顎骨に植立し、上顎乳歯は遊離歯として遺存する。また永久歯は顎骨の破損部から形成途上のものが脱落
し、遊離した状態で確認される。特記すべき事項はない。

〔年齢〕歯の形成状態から2歳前後と推定される。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。
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B ttS Z120出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図83の網掛けの部分で示した。

ほかにも肋骨片と椎骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

そ の

全て遊離歯の状態で遺存する。保存状態は概して不良で歯質の崩壊が散見される。咬耗は象牙質

が広く露出する程度まで強く進行している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達しており、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的広く、

大腿骨の骨頭が華奢なことから女性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕寛骨耳状面前下部に明瞭に溝が認められた (写真15-4)。

Ⅵ 出土人骨の分析

図33 BttSZ120人 骨
出上部位

BttS Z121出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図84の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片、権骨片と四肢骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

上下顎ともに顎骨が遺存し、残存歯の多くは歯槽の原位置に植立可能である。前歯から小臼歯に

かけての咬耗はさほど進行していないが、上顎第一大臼歯では咬合面が深くえぐれるまでに咬耗が

進んでいる。下顎左右大臼歯部では歯槽が閉鎖しており、生前の歯の喪失が確認される。

〔年齢〕矢状・ラムダ縫合の内板が閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから熟年程度と

推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的広く、大腿骨の骨頭が華奢なことから女性と思われる。

〔形態学的特徴・その他〕寛骨耳状面前下部に明瞭に溝が認められた。

BttS Z122出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図85の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片、椎骨片と四肢骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

歯の保存状態は不良で、歯根が破折しているものが多い。咬耗は象牙質が面状に露出する程度ま

で進行している。下顎の前歯部と左右大臼歯部は生前の歯の喪失が確認される。

〔年齢〕矢状 。ラムダ縫合の内板の一部が閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから壮年

期後半程度と推定される。

〔′l■別〕乳様突起が大きく、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的狭いことから男性と思われる。

図84 BttSZ121人 骨
出上部位

図85 BttSZ122人 骨
出土部位
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DttS Zl出 土人骨

〔遺存状態〕頭蓋と下肢骨を中心に遺存する。同定できた部位は図86の 網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

M3M2Ml P2   C 12 12 C Pl P2 h711 lv[2h/13

泄vT2ふ71l P2 Pl C 12

上顎前歯部は歯槽が破損するが、他は顎骨に植立 したま

く、象牙質が広く露出する。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板の一部が閉鎖するが、クト板には癒合が認められないことから壮年期後半

程度と推定される。

〔性別〕眉間の突出がなく、乳様突起が小さく、大腿骨の骨頭部が華奢なことから女性と思われる。

DttS Z2出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図87の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片が確認される。

残存歯は次のとお りである。

W12h71l P2 Pl C

下顎前歯部は顎骨が破損しているが、他は歯槽の原位置に復元可能である。歯質の保存状態は概

して不良で、エナメル質の剥離が多くみられる。咬耗はエナメル質内に限局した弱いものである。

〔年齢〕上腕骨の遠位と大腿骨の近位の骨端線がすでに閉じているが、上下の顎骨第 2大臼歯に咬

耗が認められないことから、壮年期の前半程度と思われる。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的広く、大腿骨の骨幹が華奢なことから女性と思われる。

P2 い,11 lvT2

ま遺存する。咬耗は特に大臼歯部で強

C Pl P2 ふ7[1 lv[2

図86 DttSZl人 骨出
上部位

図87 DttSZ2人 骨出
上部位

DttS Z3出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。

残存歯は次のとおりである。

M3M2Ml

同定できた部位は図88の網掛けの部分で示 した。

h/13 h712 ふ711 Pl  Ml M2 M3

右側の上下顎大臼歯部の一部について顎骨に植立した状態で歯が遺存するが、他は遊離歯であ

る。保存状態は不良で、歯質が脆弱化し、亀裂が多数みられる。咬耗はきわめて顕著で、象牙質が

広く面状に露出し、自歯の咬頭が消失して平坦化するまでに至る。下顎右側第一大臼歯近心根周囲

に根尖病変が認められる。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が半分程度閉鎖、タト板は癒合していないことからから熟年程度と推定

される。

〔性別〕大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

図88 DttSZ3人 骨出
上部位
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Ⅵ 出土人骨の分析

DttS Z4出 土人骨

〔遺存状態〕歯冠 5本、左睡骨遠位端片、左舟状骨片と少量の四肢骨片が確認される。

残存歯と咬耗度は久のとおりである。

残存歯は次のとおりである。

全てが遊離歯である。保存状態は悪く、歯根は崩壊して歯冠のみが残存する。咬耗は中程度、象牙質が点状に露出する。

〔年齢〕歯の形成状態から成人と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Z5出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図89の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

下顎左側第一小臼歯の1本だけが顎骨に植立して遺存する。他の歯槽部は閉鎖しており、生前の

歯の喪失が推測される。咬耗は中程度、咬頭頂に点状の象牙質露出が認められる。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔′陛別〕大腿骨の骨頭部が華奢なことから女性と思われる。

DttS Z6出 土人骨

〔遺存状態〕歯冠14本、三角骨、

次のとお りである。

残存歯は次のとお りである。

M2Ml

図89 DttSZ5人 骨出
土部位

左外側楔状骨、左中足骨 と少量の頭蓋骨片 と四肢骨片が確認される。残存歯 と咬耗度は

P2 ふ/1l h/12 �[3

全てが遊離歯である。咬耗は象牙質が面状に露出する程度まで進行している。

〔年齢〕歯の咬耗状態から壮・熟年程度と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Z7出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図90の網掛けの部分で示した。その

ほかにも椎骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

全てが遊離歯である。保存状態は不良で、歯質の崩壊が顕著である。象牙質が広く露出する程度

まで咬耗が進む。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板が閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから熟年程度と推定さ

れる。

〔性別〕乳様突起力Ⅵ さヽく、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的狭く、大腿骨の骨頭部が華奢なことか

ら女性と思われる。

図90 DttSZ7人 骨出
上部位
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DttS Z8出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。

ほかにも要権片と肋骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

同定できた部位は図91の網掛けの部分で示 した。その

歯の保存状態は不良であり、エナメル質の剥離が多数認められる。下顎右側及び上顎左側の自歯
は顎骨に植立するが、他は遊離歯として選存する。咬耗はほとんど認められない。

〔年齢〕歯の形成状態から6歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

DttS Z9出 土人骨

〔置存状態〕歯冠 3本、右側頭骨岩様部片と少量の頭蓋骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

全て遊離歯である。特記すべき事項はない。

〔年齢〕歯の形成状態から成人と推定される。

〔性別〕ケL差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Zll出 土人骨

〔遺存状態〕少量の骨片のみが確認されるのみで、年齢・性別ともに不明。

DttS Z12出 土人骨

〔遺存状態〕 歯冠 1本のみが確認される。

残存歯は次のとおりである。

下顎右側犬歯のみが残存する。特記すべき事項はない。

〔年齢〕歯の形成状態から成人と推定される。

〔性別〕ケL差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

図91 DttSZ8人 骨出
上部位
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DttS Z13出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図92の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

この他に残根の下顎大臼歯が 1点遺存 し、また上顎右側第一大臼歯も残根 として顎骨に植立 して

いる。歯の保存状態は不良で、歯質の崩壊が著 しい。咬頭が消失 して平坦化するまで咬耗が進行 し

ている。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖するが、タト板には一部しか癒合が認められないことから熟年程

度と推定される。

〔性別〕乳様突起が大きく、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的狭いことから男性と思われる。

DttS Z14出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。頭蓋骨片、歯本と頚椎片が確認される。

残存歯は次のとお りである。

A/12�1l P2 Pl C 12 C Pl P2 Ml M2

�[2 Ml P2 Pl C 12 11 1l 12 C P2 h/1l �12

全てが遊離歯である。歯に関しては保存状態は比較的良好である。咬耗はほとんど認められない。

〔年齢〕歯の形成状態から9歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困地であり不明。

DttS Z15出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図93の網掛けの部分で示した。その

ほかにも椎骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

Ml P2 Pl 12 C Pl P2 �にl V12

M2�[l P2 Pl C 12 C Pl   Ml

この他に歯冠の破片が3点と、部位が不明の円錐歯2点が遺存する。エナメル質の剥離が顕者で

ある。咬耗は象牙質が線状に露出する程度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達しており、大腿骨の骨幹部が華奢なことから女性と

思われる。

〔形態学的特徴 'その他〕クリブラ・オルビタリアが認められる。

Ⅵ 出土人骨の分析

図92 DttSZ13人 骨
出上部位

図93 DttSZ15人 骨
出上部位
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DttS Z16出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図94の網掛けの部分で示した。

ほかにも頭蓋骨片と頚椎片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

そ の

上下顎ともに自歯部は顎骨の原位置に植立 して遺存する。歯質の保存状態は不良で、特に乳歯に

ついて歯質の崩壊が目立つ。咬耗はほとんど認められない。

〔年齢〕歯の形成】犬態から9歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明

DttS Z17出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図95の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片と椎骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

上下顎ともに歯槽の原位置に植立可能である。咬耗は第一大臼歯でやや強く、象牙質が線状に露

出するが、その他の歯は象牙質が点状に露出する中程度のものである。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板ウト板とも癒合が認められないことと下顎の第3大臼歯が崩出終了して

いるが咬耗が確認できないことから壮年期前半程度と推定される。

〔′l■別〕額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達しており、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的広いこ

とから女性と思われる。

DttS Z18出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図96の網掛けの部分で示した。その

ほかにも椎骨片が確認される。

最低 3個体が混入している。残存歯は次のとおりである。

(DttSZ18-1)

上顎体に植立 した左右臼歯部と、右下顎骨に植立した臼歯部、ならびに遊離歯の左下顎歯が遺存

する。咬耗は咬頭が消失 して平坦化 し、象牙質が広 く面状に露出するまでにきわめて顕著に進行す

る。上顎右第一大臼歯の舌側根に根尖病変が認められる。上顎左狽Iでは第一大臼歯力珀離虫のために

残根 となり、第一・第二小臼歯も舌側咬頭を中心に広い翻寓が認められる。

〔年齢〕矢状・ラムダ縫合の内板が閉鎖し、外板も一部に癒合が認められることから熟年程度と推

定される。

〔性別〕乳様突起が大きく、外後頭隆起が大きいことから男性と思われる。

(DttSZ18-2)

図94 DttSZ16人 骨
出上部位

図95 DttSZ17メ、骨
出土部位

図96 DttSZ18人 骨
出上部位
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Ⅵ 出土人骨の分析

咬耗は象牙質が線状に露出す

〔遺存状態〕 遺存状態は不良である。左右の側頭骨片と下顎の下顎体の正中部片と左右の距骨が確認されるだけである。

〔年齢〕下顎体の歯槽が全て吸収されている無歯顎なので熟年・老年段階の可能性が高い。

〔性別〕乳様突起力調 さヽいことから女性と思われる。

全て遊離歯である。顎骨 も一部遺存するが、DttSZ18-1に 比べると断片化が顕者である。

る程度である。

(DttSZ18-3)

DttS Z19出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図97の網掛けの部分で示した。そのほかに

も頭蓋骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

遊離歯が2本だけ遺存する。特記すべき事項はない。

〔年齢〕大腿骨の粗線の発達程度より成人以上と思われる。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Z20出 土人骨

DttS Z21出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図98の網掛けの部分で示した。そのほかに

も頭蓋骨片が確認される。

残存歯は次のとお りである。

h/12受v1l P2 Pl C 12 11

h/12�1l P2 Pl    12 C Pl P2 K/11 lv[2

上下顎ともに右偵Jでは顎骨の原位置に歯力光直立可能である。咬耗は象牙質が面状に露出する程度

まで進行 している。

〔年齢〕歯の咬耗の状態より壮・熟年程度と思われる。

〔性別〕大腿骨の骨幹部が頑強なことから男性と思われる。

DttS Z22出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図99の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

全てが遊離歯である。歯の保存状態は不良であり、歯質の崩壊が著しい。詳細は不明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖するが、タト板には癒合が認められないことから熟年程度と推定

される。

〔性別〕側頭骨の乳様突起が大きいことから男性と思われる。

図97 DttSZ19人 骨
出土部位

図98 DttSZ21人 骨
出上部位

図99 DttSZ22人 骨
出上部位

未成人のものと考えられる、未咬耗の遊離歯が 3点遺存する。
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DttS Z23出土人骨

〔遺存状態〕歯冠 1本と少量の頭蓋骨片が確認されるだけである。

残存歯は決のとおりである。

下顎右側第二大臼歯だけが残存する。象牙質が線状に露出する程度まで咬耗が認められる。

ない。

〔年齢〕歯の咬耗状態から成人と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Z24出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図100の 網掛けの部分で示した。
ほかにも肋骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

その

下顎左側第一小臼歯は顎骨と共に違存するが、他は遊離歯である。咬耗は象牙質が面状に露出す
る程度まで進行している。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年以上と推定される。

〔性別〕乳様突起が大きいことから男性と思われる。

DttS Z25出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図101の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

下顎右側の前歯から第一大臼歯にかけての歯が顎骨に植立され、他は遊離歯である。咬耗は象牙
質が線状に露出する程度である。

〔年齢〕歯の咬耗状態から壮・熟年程度と推定される。

〔性別〕上腕骨の遠位端は頑強なことから男性的であるが、断定はできない。

DttS Z26出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。歯のみが遺存している。

残存歯は次のとおりである。

全てが遊離歯である。咬耗は象牙質が線状に露出する程度である。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度と思われる。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

その他に特記すべ き事項は

図100 DttSZ24人 骨
出上部位

図1 01 DttSZ25人 骨
出上部位

M2Ml P2 Pl C 12 1111l 12 C
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Ⅵ 出土人骨の分析

DttS Z27出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図102の網掛けの部分で示した。

残存歯はない。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板が開鎖するが、外板には癒合が認められないことから熟年程度と推定さ

れる。

〔性別〕乳様突起力Ⅵ さヽいことから女性と思われる。

DttS Z28出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図103の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

全て遊離歯である。咬耗は象牙質が広く面状に露出するまで進行する。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板の一部が閉鎖するが、クト板には癒合が認められないことから壮年期後半

程度と推定される。

〔性別〕額が垂直に立ち上がり、乳様突起が比較的小さく、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的広く、

大腿骨の骨幹部が華奢なことから女性と思われる。

DttS Z29出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。歯のみが遺存している。

全てが遊離歯である。歯質の保存状態は不良であり、特記すべき事項はない。

〔年齢〕歯の形成状況から成人と思われるが、詳細は不明。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Z 30出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図104の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

下顎は、左側小臼歯部から右all大臼歯部にかけて歯槽の原位置に植立した状態で歯が遺存する。

歯質の保存状態は不良で破損部位が多い。大臼歯部では咬頭が平坦化するまでに顕著な咬耗が認め

られる。下顎右側の側切歯と大歯は癒合している。

〔年齢〕冠状・矢状縫合の内板・クト板の一部が閉鎖することから熟年程度と推定される。

〔性号U〕 乳様突起が大きいことから男性と思われる。

図102 DttSZ27人 骨
出上部位

図103 DttSZ28人 骨
出上部位

図104 DttSZ30人骨
出上部位

残存歯は次のとお りである。

A/12 h/11
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DttS Z31出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図105の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとお りである。

�[3K/12ふ/1l P2 Pl C 12 1l 12    Pl P2 h11 ふ712

図105 DttSZ31人 骨
出上部位

図106 DttSZ32人 骨
出土部位

図107 DttSZ33人 骨
出上部位

1ヽ3h/12�[l P2 Pl C 12 1l 12 C Pl P2 さy1l� [2

上顎左側小臼歯部から大臼歯部にかけては歯槽に植立するが、他は遊離歯である。遺存状態が悪

く、歯質の破損が多い。咬耗は象牙質が線状に露出する程度まで進行する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の中で、冠状縫合の内板のみが閉鎖するが、その他の内板・外板ともに癒合

が認められないことから壮年程度と推定される。

〔性別〕側頭骨の乳様突起が小さいことから女性と思われる。

DttS Z32出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図106の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

M2Ml P2 Pl C    l     c Pl P2 Ml M2

遊離歯である。歯の保存状態も不良である。咬耗は象牙質が広く面状に露出するまでに進行す
る。

〔年齢〕歯の咬耗状態から熟年以上と推定される。

〔性別〕鼻骨は幅広く男性的であるが、断定はできない。

DttS Z 33出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図107の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである①

h/1l P2 Pl

レ[3A/12h41 P2 Pl C

遊離歯である。歯の保存状態 も不良である。咬耗は象牙質が広 く面状に露出するまでに進行す

る。

〔年齢〕矢状・ラムダ縫合の内板が閉鎖するものの外板には癒合が認められないことから熟年程度と

推定される。

〔性別〕乳様突起が大きく、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

DttS Z34出土人骨

〔遺存状態〕腰椎椎体片 1個、大腿骨片2個、左距骨載距突起部片 1個が確認されるだけである。

残存歯は次のとおりである。

上顎右側犬歯の1本だけが遺存する。特記すべき事項はない。

〔年齢〕腰権片に加齢14の骨増殖が認められることから熟年以上と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。
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DttS Z35出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図108の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

1l 12 C

12 C Pl P2

遊離歯である。歯の保存状態 も不良である。咬耗は象牙質が広 く面状に露出するまでに進行す

る。

〔年齢〕ラムダ縫合の内板が閉鎖するものの外板には癒合が認められないことから熟年程度と推定

される。

〔性別〕乳様突起力Ⅵ さヽいことから女性と思われる。

DttS Z 36出上人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図109の網掛けの部分で示した。その

ほかにも肋骨片が確認される。

残存歯は次のとおりである。

1l 12 C Pl P2 ふ近l V12

W[2 Ml P2    C

全て遊離歯である。歯の保存状態も不良である。咬耗は象牙質が広く面状に露出するまでに進行

する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の一部が閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから熟年程度

と推定される。

〔性別〕乳様突起が比較的大きく、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的狭いことから男性と思われる。

Ⅵ 出土人骨の分析

図108 DttSZ35人 骨
出上部位

図109 DttSZ36人 骨
出土部位

DttS Z37出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図110の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

P2 Pl C 12 11 1l  12     Pl P2 Ml M2 �13

P2 Pl C 12 12 C Pl P2 �1l h/12

下顎歯は歯槽に植立できるが、上顎歯は遊離歯である。咬耗は象牙質が線状に露出する程度であ

る。下顎右側臼歯部の歯槽は閉鎖し、生前の歯の喪失が認められる。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板ともに癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定され

る。

〔性別〕眉間の突出がなく、外後頭隆起が発達しないことから女性と思われる。
図110 DttSZ37人 骨

出上部位
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歯質の崩壊が著 しく、歯根は残っていない。第三大臼歯が未完成であること、咬耗がほとんど見

られないことから、比較的若年者であると思われる。

(DttSZ38-2)

「38号墓下」との注記がある。

骨の遺存状態は概 して不良である。同定できた部位は図111の網掛けの部分で示 した。その他四

肢骨片が多数遺存 している。

残存歯は次のとお りである。

遺存状態は不良である。右の上顎骨と下顎骨の一部、ならびに遊離歯が遺存する。咬耗が進行しており、象牙質が面状

に露出する。詳細は不明である。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年以上と思われる。

〔性別〕四肢骨の骨幹部が比較的頑強なことから男性と思われる。

DttS Z38出土人骨

〔遺存状態〕2個体が同一の箱に混入する。便宜上DttSZ38-1と DttSZ38-2の番号を付す。

(DttSZ38-1)

歯冠のみが遺存する。残存歯は人のとおりである。

�13 K/12 �[l P2 C Pl P2 W11 lv[2h/13

�13 �12 A/11 Pl  Ml M2

DttS Z39出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図112の網掛けの部分で示した。その

ほかに頚椎片が確認される

残存歯は次のとお りである。

A/12

この他に歯根が7点遺存する。上下顎とも歯槽は遺存するが歯の破損と咬耗が著しく、詳細は不

明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板ともに一部に癒合が認められることから熟年程度と推定される。

〔性別〕眉間の突出が認められ、乳様突起が比較的大きいことから男性と思われる。

DttS Z40出土人骨 (写真6-1・ 2)

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図113の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

12 C    P2 h/11 lv[2h/13

ふ涎2    P2

咬耗は咬頭が平坦化するまでに顕著に進行する。歯の破損が多く、詳細は不明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の一部が閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから壮年期後

半程度と推定される。

〔性別〕眉間が突出し、乳様突起が比較的大きく、外後頭隆起が発達し、大腿骨の骨頭が大きいこ

とから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕骨口蓋に非薄化が認められ、右上顎骨の日蓋面前方に4× 3 mm、 後方に

5× 3 mm程の孔が貫通している。また、梨状回下部にも溶骨性の骨萎縮が認められる。これらの症

図コ l DttSZ38-2人
骨出上部位

図112 DttSZ39人骨
出上部位

図113 DttSZ40人 骨
出土部位

状はハンセン病による骨病変の特徴と一致する。ハンセン病の症状が良くみられる手足の指は遺存していないが、確認で

きる四肢骨に異常は認められなかった。ハンセン病と判断はできないものの、可能性は低くないと思われる。本人骨は鉄
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Ⅵ 出土人骨の分析

鍋を被されて埋葬されていて葬送習俗を知る上でも興味深い。

DttS Z41出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図114の網掛けの部分で示した。その

ほかにも腰椎片が確認できる。

残存歯は次のとおりである。

lvr2 贄v1l P2 Pl    12 11 C Pl P2 �ll

K/13W[21v[l P2    C 12 11 C Pl P2 Ml lv[2ふ 7[3

上顎右側および下顎は歯槽が残存するので歯の植立が可能である。咬耗は象牙質の線状露出が認

められる程度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が半分程度開鎖、外板は一部癒合が認められることから熟年程度と推

定される。

〔性別〕眉間が突出し、四肢骨の骨幹部が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、あまり柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は29mm、 同横径は26mmで 、

中央横断示数は1115である。雁骨は、扁平性を示さない。右睡骨の中央矢状径は27mm、 同横径は24mmで 、中央横断示数は

888で ある。左睡骨最大長 (316mm)か ら、藤井 (1960)の式で推定される身長は152 1cmで ある。江戸時代成人男性の推定

平均身長は157 1cm(平 本、1972)であるので、当時としては少し低い身長である。

図114 DttSZ41人 骨
出上部位

DttS Z43出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図115の 網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

A/13ふ/12A江 l P2 Pl C 12 11 1l 12 C Pl P2 h/1l h/12W【 3

M3 K/12    P2 Pl C  12 1l 12 C Pl P2 ふ/1l   K/13

歯に関しては、ほとんどが顎骨に植立された状態で良好に遺存する。咬耗は下顎切歯に象牙質の

線状露出が見られるのを除き、ほとんど認められない。下顎右側について、第一大臼歯の歯槽は閉

鎖途中であり、第二大臼歯の咬合面には象牙質に達する深い鰈寓が認められる。両歯にわたる齢蝕

があった可能性が推測される。

〔年齢〕左右の上顎第2大臼歯崩出完了しているが、咬耗は認められない。また、第 1・ 第 2仙椎

は癒合しないことから12か ら15歳程度と推定される。

〔性別〕四肢骨が華奢なことから女性的であるが断定はできない。

DttS Z44出土人骨

歯冠の破片が多数遺存するだけである。歯種の同定は不能である。

DttS Z45出土人骨

最低 2個体が同一の箱に混在する。DttSZ45-1と DttSZ45-2に分けて記載する。

(DttSZ45-1)

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図116の網推卜けの部分で示した。

顎骨に植立した状態で歯が遺存する。残存歯は次のとおりである。

h/421v[l P2 Pl C 12 11 12 C Pl P2 Ml 江ヽ2

歯の遺存状態は概して不良であり、歯質の破損が散見される。咬耗は象牙質が点状ないし線状に

露出する程度まで進行する。

図115 DttSZ43人 骨
出上部位

図116 DttSZ45-1
人骨出上部位
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〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度と思われる。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

(DttSZ45-2)

遊離歯のみが遺存する。同定できた歯は次のとおりである。

極めて遺存状態が悪 く、破損が著 しい。同定不可能な歯がこの他に12本残存する。詳細は不明である。

DttS Z46出 土人骨 (写真3-3。 4)

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図■6の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

M3M2Ml     C C Pl P2 1v11 lv[2

A/13 ふ近2    P2 Pl C Pl P2    h712 ふ江3

顎骨は細片化しているが、残存歯に相当する部位の歯槽は確認でき、植立可能である。咬耗は象

牙質が点状ないし線状にE‐I出するまでに進行する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の一部が閉鎖するが、タト板には癒合が認められないことから熟年程度

と推定される。

〔性別〕乳様突起が比較的大きく、外後頭隆起が発達し、寛骨の大坐骨切痕の形状が狭いことから男

性と思われる。

DttS Z47出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図117の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

ふ/13 1v[2 受v「l P2 Pl

歯の破損が著しく、同定不能な歯が 9本遺存する。咬耗は大臼歯の咬頭が消失して平坦化する程

度まで進行する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が半分程度閉鎖しているが、外板には癒合が認められないことから熟

年程度と推定される。

〔′l■別〕眉間の突出がなく、外後頭隆起が発達せず、寛骨の大坐骨切痕の形状が広いことから女性と

思われる。

DttS Z 48出土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図118の網掛けの部分で示した。

その他四肢骨片が多数遺存している。

残存歯は次のとおりである。

�【21v1l P2    C

A/13h712ふ〆1l P2 Pl C C Pl   Ml M2 M3

上顎右側臼歯部だけが歯槽に植立可能である他は遊離歯として遺存する。咬耗は象牙質が線状に

露出する程度である。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度と思われる。

〔性別〕四肢骨の骨幹部が比較的頑強なことから男性と思われる。

図116 DttSZ46人骨
出上部位

図117 DttSZ47人骨
出上部位

図118 DttSZ48人骨
出上部位
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DttS Z49出 土人骨

〔遺存】犬態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図■9の網掛けの部分で示した。その

ほかにも腰椎片と肋骨片が確認できる。歯の残存はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が半分閉鎖、タト板も一部癒合が認められることと胸椎と腰椎に加齢性

の骨増殖が確認できる。さらに無顎歯であることから判断して老年段階に達していた可能性が高

Vヽ。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的狭いことから男性と思われる。大腿骨の骨頭が頑強なこ

とから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左携骨最大長 (232mm)か ら、藤井 (1960)の 式で推定される身長は1592c

mである。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平本、1972)で あるので、当時としては平

均的な身長である。

DttS Z 50出土人骨 (写真6-3・ 4)

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図120の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

歯が残存する部位については顎骨の原位置に植立可能な状態として遺存する。咬耗は象牙質が点

状ないし線状に露出する程度である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板のほとんど閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから熟年程

度と推定される。

〔性別〕乳様突起が小さく、外後頭隆起が発達しないことから女性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左側頭骨において、外耳道から中耳にかけて鼓室板の一部を含む骨が溶

解して大きな空洞を形成している。病変の原因は特定できないが本人骨は鉄鍋を被されて埋葬され

ていた。

DttS Z51出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図121の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

歯の保存状態は不良であり、歯質の破損と崩壊が著しい。詳細は不明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖するが、タト板には癒合が認められないことから熟年程度と推定

される。

〔性別〕外後頭隆起が発達し、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的狭く、大腿骨の骨頭が頑強なことか

ら男性と思われる

DttS Z52出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図122の網掛けの部分で示した。残存歯と咬

耗度は次のとおりである。

残存歯は次のとおりである。

歯に関しては上下顎ともに全ての残存歯が顎骨に植立した状態で遺存し、良好に保存される。咬

耗はエナメル質に限局した軽度のものである。上顎左側側切歯に発達した切歯結節が認められる。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

Ⅵ 出土人骨の分析

図119 DttSZ49人 骨
出上部位

図120 DttSZ50人 骨
出上部位

図121 DttSZ51人 骨
出上部位

図122 DttSZ52人 骨
出土部位

-477-



〔性別〕眼寓上縁は鋭く、額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達していることから女性と思われる。

DttS Z53出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は4Flし て不良である。同定できた部位は図123の網掛けの部分で示した。残存

歯と咬耗度は次のとおりである。

残存歯は次のとおりである。

1l 12 C Pl P2 ふ江1 たヽ2

12 C Pl    lv[l h/12ふ /[3

左側の歯を中心に遺存する。歯の保存状態は不良で、歯質の破損が散見される。咬耗は象牙質が

線状ないし面状に露出する程度である。

〔年齢〕確認できる範囲で加齢的な骨増殖等確認できないことから壮・熟年程度と思われる。

〔性別〕寛骨臼が比較的大きく、大腿骨の最大長力X00mm程度と思われるので、男性の可能性が高い。

DttS Z54出 土人骨

〔遺存状態〕大腿骨片が2個確認できるだけである。性別・年齢とも不明。歯の残存はない。

DttS Z55出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図124の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

ふ/[3K712ふ7[l P2 Pl C 12 1l 12 C Pl

下顎の全部ならびに上顎両側の大歯から大臼歯部にかけては歯槽の原位置に歯が植立可能であ

る。咬耗はエナメル質内に限局 した比較的軽度のものである。上顎右側第一大臼歯は残根状態であ

る。下顎左側第二大臼歯には歯髄腔に達する大きな謙寓が認められ、歯冠の遠心半が喪失している

(写真8-3)。 下顎右側第二小臼歯から第二大臼歯にかけては閉鎖途上の歯槽が確認され、生前の

歯の喪失が推測される。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことと、第 1・ 2仙椎の癒合が完了し

図123 DttSZ53人 骨
出上部位

図124 DttSZ55フ(骨
出上部位

ていないことから壮年前半程度と推定される。

〔性別〕眉間が突出せず、額が垂直に立ち上がり、前頭結節が発達し、寛骨の大坐骨切痕の形状が比較的広いことから女

性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕寛骨耳状面前下部に明瞭な溝が認められる。

DttS Z56出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。右側頭骨と多数の頭蓋骨片と歯が確認されるだけである。

残存歯は次のとおりである。

卜/【 2ふ江l P2 Pl C 12 11

h712ふノ[l P2 Pl C 12

全て遊離歯として遺存する。歯質の保存状態は比較的良好である。肉眼的に咬耗は認められない。

〔年齢〕歯の形成状態から10歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。
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DttS Z 57出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図125の網掛けの部分で示した。

残存歯は久のとおりである。

DttS Z 58出土人骨

〔遺存状態〕頭蓋を中心に遺存する。同定できた部位は図126の 網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

歯は上下顎ともに歯槽の原位置に植立した状態で良好に保存される。咬耗はエナメル質内に限局

した極めて軽度のものである。

〔年齢〕上顎第二大臼歯が崩出完了しているが、咬耗が確認できないことと上顎の切歯縫合が消失

していることなどから判断して20歳代前半と思われる。

〔性別〕眼寓上縁が鋭く、前頭結節が発達していることから女性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕クリブラ。オルビタリア (写真7-3)が認められる。

DttS Z59出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図127の網掛けの部分で示した。歯の残存は

ない。

〔年齢〕四肢骨の骨幹部の大きさから成人段階に達していた可能性が高い。

〔性別〕四肢骨の骨幹部が華奢なことから女性的である、断定できない。

Ⅵ 出土人骨の分析

図125 DttSZ57人 骨
出土部位

図126 DttSZ58人 骨
出上部位

残存歯は歯槽に植立するが、歯質の破損と崩壊が著しい。咬耗はきわめて顕者で、前歯部・臼歯

部共に歯冠の 1/4程度まで咬耗によつて失われている。上顎左側切歯部には広範な境界明瞭な骨

吸収が確認される。下顎右側第一大臼歯の頬側面には、咬頭から歯根歯頚部 1/3にかけて垂直に

裁ち落とされたような歯質の欠損が認められる。舗蝕ではこのような欠損が生じるとは考えにくい

こと、また破断面から歯髄腔が確認され、頬狽1の 2根には根尖病変が生じていることから判断する

と、生前何らかの外傷による歯の破折から歯髄腔が開放され、その結果生じた歯髄炎が根尖に波及

した可能性が考えられる。

〔年齢〕咬耗の】犬態から熟年程度と推定される。

〔
′
l■ttU〕 眉間が突出し、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴。その他〕右上顎切歯歯槽部に多孔性の変形 (写真8-1)と 左寛骨臼寓に変形性関節症によると思われる多

孔性の変形 (写真12-1)が認められる。

DttS Z60出土人骨

〔遺存状態〕大腿骨片が2個 と少量の四肢骨片が確認できるだけである。

図127 DttSZ59人 骨
出上部位

性別 。年齢とも不明。歯の残存はない。
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残存歯は次のとお りである。

lv13 h/12h/1l P2 Pl C

DttS Z61出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図128の 網掛けの部分で示した。

他に崩壊 した下顎大臼歯が 1本遺存する。上顎切歯部と右大臼歯部を除いて歯槽に植立して歯が

遺存するが、他は遊離歯である。咬耗は咬頭が消失 して平坦イとするまで極めて顕者に進行 してい

る。

〔年齢〕歯の咬耗進行状況から熟年程度と思われる。

〔性別〕大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と推定される。

DttS Z62出 土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図129の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

ふ江2    P2 C Pl P2 W1l A/12

他は遊離歯である。咬耗は咬頭が消失する程度ま下顎は右大臼歯部を除いて歯槽が残存するが、

で進行している。残存歯は次のとおりである。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から熟年程度と思われる。

〔性別〕大腿骨の骨幹部が華奢なことから女性的であるが、断定はできない。

DttS Z 63出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。少量の頭蓋骨片と歯が確認されるだけである。

最低でも3個体が同一の箱に混入している。

残存歯は次のとおりである。

右側下顎臼歯部が顎骨に植立した状態で遺存するが、他は遊離歯である。

見される。

〔年齢〕歯の形成状態から3歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

また、更に幼若な乳歯の混入もみられる。残存歯は次のとおりである。

いずれも保存状態は不良で、歯質の破損が散

詳細は不明であり、特記すべき事項はない。

この他に、咬耗が進行 した歯の混入もみられる。残存歯は次のとお りである。

図123 DttSZ61人 骨
出上部位

図129 DttSZ62人 骨
出土部位
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Ⅵ 出土人骨の分析

象牙質が面状に露出するまで咬耗 し、他の個体とは明らかに年齢が異なっている。その他の詳細は不明である。

残存する歯に関しては顎骨に植立 した状態で遺存する。全体的に咬耗は中程度で、象牙質が線状

に露出程度であるが、前歯部では深 くえぐれるような咬耗を示す。下顎左側第二大臼歯の歯根周囲

には垂直性の骨吸収が確認される。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板。外板とも一部に癒合が認められることから熟年程度と推定される。

〔性別〕狽1頭骨の乳様突起が比較的大きく、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は27mm、 同横径は28mmで、中央横

断示数は964である。左大腿骨最大長 (426mm)から、藤井 (1960)の 式で推定される身長は161 lcmで ある。江戸時代成人

男性の推定平均身長は157 1cm(平 本、1972)であるので、当時の男性としては少し高い身長になる。

DttS Z 65出土人骨

〔遺存状態〕少量の四肢骨片が確認できるだけである。性別・年齢とも不明。残存歯はない。

DttS Z64出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は良好である。同定できた部位は図130の網掛けの部分で示した。そのほかに

も肋骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

DttS Z66出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図131の 網掛けの部分で示した。残存

歯はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖、クト板も三分の一程度癒合が認められることと無歯顎なことか

ら老年段階に達していたと推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴・その他〕右睡骨最大長 (328mln)か ら、藤井 (1960)の 式で推定される身長は1550c

mである。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平 本、1972)で あるので、当時としては平

均的な身長である。睡骨は、あまり扁平性を示さない。右睡骨の中央矢状径は38mm、 同横径は23mm

で、中央横断示数は874である

DttS Z67出 土人骨

〔遺存状態〕次に示す遊離歯 2本のみが遺存する。

DttS Z70匙 土人骨

〔遺存状態〕四肢骨片が 1個確認できるだけである。性別・年齢とも不明。残存歯はない。

図130 DttSZ64人 骨
出上部位

図1 91  DttSZ66人骨
出土部位

いずれも未成人の歯で、未咬耗である。特記すべき事項はない。
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DttS Z71出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図132の網掛けの部分で示した。

残存歯は人のとおりである。

歯に関しては保存状態は良好で、全ての歯が原位置のまま顎骨に植立して遺存する。咬耗は象牙

質が線状ないし面状に露出する程度まで進行する。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の一部が閉鎖するが、

と推定される。

〔性別〕眉間が突出し、乳様突起が比較的大きく、

とから男性と思われる。

下顎歯は歯糟の原位置に植立可能である。咬耗は象牙質が面状に露出するまでに進行する。

DttS Z 76出土人骨

〔遺存状態〕遵存状態は概して不良である。同定できた部位は図133の 網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

遺存する全ての歯が原位置の歯槽に植立可能である。

程度まで進行する。

Pl P2 �[l M2ふ 713

咬耗は象牙質が線状ないし面状に露出する

外板には癒合が認められないことから熟年程度

外後頭隆起が発達し、大腿骨の骨頭が頑強なこ 図132 DttSZ71人 骨
出上部位

DttS Z 73出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。左の側頭骨片、後頭骨片と歯 5本が確認されるだけである。

残存歯は次のとおりである。

全て遊離歯である。保存状態は不良で、詳細は不明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・クト板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。

〔性別〕側頭骨の乳様突起力朔 さヽいことから女性と思われる。

DttS Z 74出土人骨

〔遺存状態〕頭蓋を中心に遺存する。そのほかにも胸椎片が確認された。残存歯はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖し、タト板にも一部癒合が認められ、横口蓋縫合力港/2ほ ど消失していることから老年段

階に達していたと推定される。

〔性別〕眉間が突出し、乳様突起が比較的大きく、外後頭隆起が発達することから男性と思われる。

DttS Z75出土人骨

DttSZ47Bと されるものと同一である。

残存歯は次のとおりである。

図133 DttSZ76人 骨
出上部位

C Pl P2 MlA/12
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Ⅵ 出土人骨の分析

〔年齢〕冠状・矢状縫合の内板が閉鎖するが、外板には癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性牙U〕 前頭結節が発達し、側頭骨の乳様突起力認 さヽいことから女性と思われる。

DttS Z77出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図134の網掛けの部分で示した。残存

歯と咬耗度は次のとおりである。

dm2 dml dc  di2  dil dc dml dm2

dm2 dml dc dc dml dm2

左側の上顎歯を除き、歯槽に植立した状態で歯が遺存する。特記すべき事項はない。

〔年齢〕歯の形成状態から3歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

DttS Z 78出土人骨

〔遺存状態〕骨の遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図135の 網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

全て遊離歯である。保存状態は不良である。咬耗が進行し、象牙質が面状に露出する。

〔年齢〕歯の咬耗状態から熟年程度と思われる。

〔性】U〕 四肢骨の骨幹部が頑強なことから男性的であるが、断定はできない。

DttS Z79出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。大腿骨片と歯1本が確認されるだけである。

残存歯は次のとおりである。

この他に部位不明の円錐歯が1本遺存する。詳細は不明である。

〔年齢〕歯の咬耗状態から壮・熟年程度か。

〔性別〕大腿骨の骨幹部が華奢なことから女性的であるが、断定はできない。

DttS Z80出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。歯冠2個 と塵骨片が確認されるだけである。

残存歯は次のとおりである。

遊離歯が 1本だけ遺存する。言料田は不明である。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度か。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

図134 DttSZ77人 骨
出土部位

図135 DttSZ78人 骨
出上部位

P2 W[l �[2
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DttS Z81出土人骨

〔遺存状態〕下肢骨を中心に遺存する。同定できた部位は図136の 網掛けの部分で示した。そのほか

にも四肢骨片が確認される。残存歯はない。

〔年齢〕下肢骨の骨幹の大きさから成人と思われる。

〔性別〕下肢骨の骨幹が頑強なことから男性と思われる。

DttS Z 82出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図137の網掛けの部分で示した。残存

する歯はない。

〔年齢〕矢状・ラムダ縫合の内板が閉鎖し、外板も半分程度癒合が認められることと無歯顎 (写真

8-2)な ことから老年段階に達していたと思われる。

〔性別〕乳様突起が比較的小さく、外後頭隆起が発達せず、四肢骨の骨幹が比較的華奢なことから女

性と思われる。

DttS Z83出土人骨 (写真4-1・ 2)

〔遺存状態〕遺存状態は比較的良好である。同定できた部位は図138の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

上顎の全てと下顎左側臼歯部は顎骨に植立 した状態で歯が遺存するが、他は遊離歯である。咬耗

は咬頭が消失し平坦化するまで極めて顕著に進行 している。

〔年齢〕冠状・矢状縫合の内板が閉鎖、タト板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕眉間が突出し、大腿骨の骨頭部が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴。その他〕右睡骨最大長 (312mm)か ら、藤井 (1960)の 式で推定される身長は1511

cmである。江戸時代成人男性の推定平均身長は157 1cm(平本、1972)で あるので、当時としては少

し低い身長である。

図136 DttSZ81人 骨
出上部位

図137 DttSZ82人 骨
出上部位

図138 DttSZ83人 骨
出上部位

DttS Z 84出土人骨

〔遺存状態〕右恨1頭部と後頭部にかけて頭蓋の一部、左BIF骨近位端と四肢骨片が確認されるだけである。

歯に関しては、咬耗の進んだ壮年者のものに加え、未咬耗の若年者のものが混入し、計2個体分が確認される。

壮年者の残存歯は次のとおりである。

下顎右側の大歯と小臼歯のみが遊離歯として遺存する。象牙質が面状に露出する程度まで咬耗が進行する。

〔年齢〕矢状・ラムダ縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と推定される。
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〔性別〕外後頭隆起が未発達なことから女性的であるが、断定はできない。

また、混入した若年者の残存歯は次のとおりである。

上顎左恨1の歯のみが遊離歯として遺存する。保存状態は不良でエナメル質以外の部分は崩壊し、

不明である。

DttS Z85出土人骨 (写真4-3・ 4)

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図139の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

上顎歯は遊離歯である。下顎骨は遺存するものの、歯が残存しない部位の歯槽は閉鎖し、歯の残

存部位でも骨吸1又のために歯槽が非常に浅くなっている。生前、歯周疾患による歯の喪失が広範に

生じていた可能′性がある。

〔年齢〕矢状縫合の内板が閉鎖し、外板には癒合が認められないことから熟年段階に達していたと

思われる。

〔性別〕乳様突起が比較的小さく、外後頭隆起が発達しないことから女性と思われる

DttS Z 86出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図140の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

下顎骨は遺存するものの歯槽は破損しており、遊離歯として遺存する。歯の保存状態も不良であ

り、詳細は不明である。

〔年齢〕冠状・矢状縫合の内板が閉鎖し、外板には一部癒合が認められることから熟年段階に達し

ていたと思われる。

〔性別〕眉間が突出せず、乳様突起が比較的小さなことから女性と思われる

DttS Z87出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図141の網掛けの部分で示した。その

ほかに男性と思われる右大腿骨が 1本混入している。

残存歯は次のとおりである。

h7131v[2ふ71l P2 Pl C 12 11

W[2h71l P2    C 12 12 C Pl P2 h711

歯の保存状態も不良で、歯質の破損と崩壊が顕著である。詳細は不明である。

〔年齢〕冠状・矢状縫合の内板が閉鎖し、タト板には癒合が認められないことから熟年程度と思われ

る。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

Ⅵ 出土人骨の分析

喪失している。詳細は

図139 DttSZ85人 骨
出土部位

図140 DttSZ86人 骨
出上部位

1l 12 C Pl P2

図141 DttSZ87人 骨
出土部位

よ江2    P2 Pl C
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DttS Z 88出土人骨 (写真5-1・ 2)

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図142の網掛けの部分で示した。

ほかにも権骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

そ の

このほか下顎右側最遠心に順位不明の大臼歯が 1本残存する。下顎骨の右側半分は遺存するが、

切歯部と大臼歯部の歯槽は生前の歯の喪失により開鎖している。その他は遊離歯である。咬耗は咬

合面が平坦化するまで進行している。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の2/3が閉鎖しているが、タト板には癒合が認められないことから熟年程

度と推定される。

〔性別〕眉間が突出し、乳様突起が比較的大きく、外後頭隆起が発達し、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は23mm、 同横径は26mmで、中央横

断示数は885である。腫骨は、扁平性を示さない。右雁骨の中央矢状径は24mm、 同横径は21mmで 、中央横断示数は875であ
る。左腫骨最大長 (297mm)か ら、藤井 (1960)の 式で推定される身長は147 6cmで ある。江戸時代成人男性の推定平均身長
は157 1cm(平 本、1972)で あるので、当時としてもかなり低い身長である。頚椎に後縦靭帯骨化症と思われる棘状骨増殖
が確認される (写真10-1・ 2)。

DttS Z89出土人骨

〔遺存状態〕前頭部から鼻根部にかけての頭蓋の一部、歯と右大腿骨片が確認されるだけである。

残存歯は次のとおりである。

全てが遊離歯である。歯冠部分の保存状態は比較的良好である。咬耗はエナメル質内に限局 した、ごく弱いものであ

る。

〔年齢〕歯の形成状態から12歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

DttS Z90出土人骨

〔遺存状態〕大腿骨片が数十点確認できるだけである。性別・年齢とも不明。残存歯はない。

図142 DttSZ88人 骨
出上部位

DttS Z91出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図143の網掛けの部分で示した。

同定できた残存歯は次のとおりである。

他に同定不可能な臼歯が2本遺存する。全て遊離歯である。歯の保存状態は不良であり、詳細は

不明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が閉鎖しており、外板も半分程度癒合が認められることから老年段階

に達していたと思われる。

〔性別〕眉間が突出せず、眼禽上縁が鋭く、側頭骨の乳様突起が比較的小さいことから女性と思われ

る。
図143 DttSZ91人 骨

出土部位
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残存歯は次のとお りである。

M2Ml P2 Pl   12 11111 ェ2 C Pl P2 Ml M2

Ⅵ 出土人骨の分析

心涎3h/12h71l P2 Pl C  12 11 1l 12 C Pl P2 贄vll ふ江2�13

lv13ふ江2ふノ[l P2 Pl C  12 11 12 C Pl P2 �[1 lv[2

上下顎ともに原位置の歯槽に植立した状態で歯が遺存する。象牙質が点状ないし線状に露出する

程度の咬耗である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板の一部に癒合が認められるが、クト板は開鎖していないので壮年程度と

推定される。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が狭く、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。       出土部位

〔形態学的特徴 。その他〕左右の大腿骨は、柱状性を示さない。右大腿骨の中央矢状径は25mll、 同横径は26mlnで、中央横

断示数は961である。左大腿骨最大長 (417mln)か ら、藤井 (1960)の 式で推定される身長は157 8cmである。江戸時代成人

男性の推定平均身長は157 1cm(平本、1972)であるので、当時の男性としては平均的な身長になる。

DttS Z 92出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は概して不良である。同定できた部位は図144の網掛けの部分で示した。

右狽1の上顎歯は歯槽が破損し、遊離歯として遺存するが、左狽1の上顎と両側部分の下顎では歯槽

に植立した状態で歯が遺存し、保存状態は比較的良好である。咬耗はエナメル質内に限局した軽度

のものである。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことから壮年期前半程度と思われる。

〔′l■別〕前頭結節が発達し、側頭骨の乳様突起力Ⅵ さヽく、四肢骨の骨幹部が華奢なことから女性と思

われる。

DttS Z 93出土人骨 (写真2)

〔遺存状態〕遺存状態は良好である。同定できた部位は図145の網掛けの部分で示した。そのほかに

も肋骨片が確認された。

残存歯は次のとおりである。

DttS Z 95出土人骨 (写真5-3・ 4)

〔遺存状態〕遺存状態は良好である。同定できた部位は図146の網掛けの部分で示した。そのほかに

も肋骨片が確認された。

残存歯は次のとお りである。

4v[3

lv12 h/1l P2 Pl

下顎は歯槽に植立した状態で歯が遺存する。咬耗はエナメル質内に限局した比較的軽度のもので

ある。なお、咬耗の進行した明らかに別個体の歯が1本混入するが、破損が著しく歯種は不明である。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板・外板とも癒合が認められないことと右下顎第2大臼歯に咬耗がほとん

ど見られないことから20台前半と思われる。

〔性別〕寛骨の大坐骨切痕の形状が広く、大腿骨の骨頭が華奢なことから女性と思われる。

〔形態学的特徴・その他〕クリブラ。オルビタリアがみられる。寛骨耳状面前下部に明瞭に溝が認め

DttS Z 96出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図147の網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

図144 DttSZ92人 骨
出上部位

図145 DttSZ98人 骨

図146 DttSZ95-1人
骨出土部位

られる。
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上顎右中切歯だけが遊離歯として遺存する。特記すべき事項はない。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板が一部閉鎖、外板は癒合が認められないことから壮年期後半程度と推

定される。

〔性別〕大腿骨の骨幹部が頑強なことから男性と思われる

DttS Z97出 土人骨

〔遺存状態〕頭蓋骨片、大腿骨片と少量の四肢骨片が確認されるだけである。残存歯はない。

〔年齢〕確認できる頭蓋三主縫合では内板の一部には癒合が認められるが、タト板には認められない

ことから壮・熟年程度と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Z 98出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図148の網掛けの部分で示した。残存歯はな
ヤヽ。

〔年齢〕四肢骨に加齢的骨増殖が認められないことから壮・熟年程度と推定される。

〔性別〕大腿骨の骨頭部が華奢なことから女性と思われる

DttS Z99出 土人骨

〔遺存状態〕右寛骨の寛骨臼から坐骨切痕部が確認されるのみで、年齢・性別ともに不明。残存歯

はない。

DttS Z100出土人骨

〔遺存状態〕残存歯はない。

DttSZ101出土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図149の網掛けの部分で示した。そのほか多

数の頭蓋骨片が確認される。残存歯はない。

〔年齢〕冠状・矢状縫合の内板が閉鎖、外板は癒合が認められないことから熟年程度と推定される。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Z102出土人骨

〔遺存状態〕右側頭骨の外耳孔部、下顎骨の正中部、歯と頭蓋骨片が確認されるだけである。残存歯

と咬耗度は次のとおりである。

残存歯は次のとおりである。

K/121v[l P2 Pl C 12 1l 12 C Pl P2 A71l W12

図147 DttSZ96人 骨
出上部位

図148 DttSZ98人 骨
出上部位

h42 �ll   Pl C 12 11

dm2 dml dc

1l 12 C Pl P2 ふ7[1 ふ/12

dm2 dml dml dm2

全て遊離歯である。永久歯の咬耗は肉眼的には認められない。

〔年齢〕歯の形成状態から6歳前後と思われる。

〔性別〕この年齢段階の性別推定は困難であり不明。

Dtt S Z103・ 104出 土人骨

〔遺存状態〕遺存状態は不良である。同定できた部位は図150の網掛けの部分で示した。残存歯はな
い 。

〔年齢〕左大腿骨の骨頭の大きさから成人段階に達していたものと思われる。

〔性別〕眉間の突出が大きく、大腿骨の骨頭が頑強なことから男性と思われる。

図149 DttSZ101人
骨出上部位

図150 DttSZ103・
104人骨出上部
位
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DttS Z刊 05出土人骨

〔遺存状態〕頭蓋を中心に遺存する。同定できた部位は図151の 網掛けの部分で示した。

残存歯は次のとおりである。

」v[2さ/[l P2 Pl C 12 11 1l 12 C    P2 1v[1 ふ/12

図1 51 DttSZ1 05人
骨出上部位

12 C Pl P2 h71l M2心 /13

また咬耗 も顕著に進行 してお り、歯冠の1/3程度が失保存状態は不良で、歯質の破損が著 しい。

われるため、計波1不可能な歯が多い。

〔年齢〕頭蓋三主縫合の内板のほとんどが閉鎖するものの、外板は癒合が認められないことから熟

年期程度と推定される。

〔性別〕眉間が突出し、乳様突起が比較的大きく、タト後頭隆起が発達していることから男性と思わ

れる。

〔形態学的特徴 。その他〕特異な咬耗が上下の臼歯部に認められる (写真13・ 14)。

DttS Z106出土人骨

〔遺存状態〕前頭骨片、右側頭骨片、頭蓋骨片と歯5本が確認されるだけである。

残存歯は次のとおりである。

全て遊離歯である。咬耗は象牙質が面状に露出する程度まで進行する。

〔年齢〕歯の咬耗の進行状況から壮・熟年程度か。

〔性別〕性差が明確な部位が遺存していないため判定不能。

DttS Z107出土人骨

〔遺存状態〕少量の大腿骨片が確認されるだけで、年齢・性別は不明。残存歯はない。

人骨の年齢と性別の構成

今回発掘 された人骨の例数は僅かであるが人骨の年齢 と性別の構成を検討 してみる。人骨の推定年齢を未成人 4段階

[乳児 (じ1歳 )]、 幼児 (1-6歳 )、 小児 (612歳 )、 若年 (12呟0歳)]、 成人 3段階 DL年 (2040才 )、 熟年 (4060)、 老年 (60才

以上)]と 分類 した場合、これらに当てはめることのできるB区105個体において、年齢構成は、乳児 0個体、幼児12イ回体、小

児 3個体、若年 4個体、壮年324団体、壮―熟年 7個体、熟年41個体、熟 ―老年 4個体、老年 2個簿である。男女の性比に

ついては、性別が推定できた83個体中、男性43体、女性40体で極端な片寄 りはみられない。D区80個体において、年齢構

成は、乳児 0個体、幼児 2個体、小児 4個体、若年 2個体、壮年19イ団体、壮 ―熟年13イ固体、熟年30個体、熟一老年 5個体、

老年が 5個体である。男女の性比については、性別が推定できた65イ固体中、男性34体、女性31体で極端な片寄 りはみ られ

ない。B・ D区 とも乳児死亡率の高かった江戸時代において乳児が 1個体 も検出されていない。乳児の骨がBFE弱 で遺存 しに

くい点も考慮に入れる必要があるが、乳児を別の場所に埋葬 した可能性 も考えられる。また、B・ D区両地区合計168個体

の成人が確認されているが、老年は 7個体で48%、 老年の可能性がある熟・老年段階の個体をあわせても16個体95%と 低

い値を示 し60歳以前に死亡するものが多かった。

身長

計測可能な四肢長骨から、藤井の推定法により男性17体、女性 4体の身長を推定できた。平均身長は男性155 6cm、 女性

146 2cmで当時としては平均的な身長である。 (江戸時代推定平均身長成人男性157 1cm、 成人女性147cm。 (平本、1972))

病変

主な病変としては、ス トレスマーカーとして用いられることが多い鉄欠乏性貧血が主原因と考えられるクリブラ・オル

ビタリアが、観察できた59例中 8個体 (136%)にみられた。江戸市中から発掘された庶民と思われる一ツ橋高校遺跡の近

世人骨には36%に みられるので、都市の庶民より比較的栄養状態が良かったと思われる。また鉄鍋を被さった状態で出土

したDttSZ40号 人骨、DttSZ50号 人骨の 2例 とも頭蓋に病変が認められた。DttSZ50号人骨は疾病を特定できなかつた

が、DttSZ40号人骨に関してはハンセン病による骨病変の特徴 と一致 してお り、断定はできないものの、ハンセン病の可

能性は低くないと思われる。ハンセン病の患者には鍋を被らせて埋葬するという民族例との関連が注目され、貴重な事夕J

だと思われる。

C 12 11
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出産痕 (妊娠痕)

女
′
性が出産の際にできるとされている寛骨の耳状面前下部の溝、いわゆる出産痕 (妊娠痕)が女性14例 中12個体 (786%)

に男性 8例中 2個体 (25%)にみられた。この溝の程度を大 。中・小に分類 したばあい女性は大が 4個体、中が 5個体、小

が 3個体なのに姑 して、男性は 2個体 とも月ヽであった。この溝の発達には従来から才旨摘 されているように出産が関係 して
いた可能性が高いと思われる。溝の程度と年齢の関係は、女性で溝が確認できなかった 4個体とも壮年期前半の若い個体
であり、溝の程度力調 にヽ分類 された 2個体は、若年と壮年前半といずれも若い個体である。逆に中に分類される4個体は

壮年 2個体と熟年 2個体、大に分類 される 5個体は壮年 2個体と熟年 2個体と年齢層が上がる。例数が少ないが、年齢が

増加するにつれて溝の程度も大 きくなる傾向にあることは、出産した子供の数によって溝 も発達すると解釈できるかもし

れない。

復顔

河崎の柵人骨のうち 1体 (BttSZ 5出 土人骨、女性、写真1-1)に ついて、復顔を試みた。

復顔法とは顎顔面部における軟組織の解剖学的データをもとに、頭蓋骨から生前の顔貌を復元する方法である。粘土な

どで肉付けをする3次元的なものと、頭蓋の写真をもとに顔貌を描いていく2次元的な描画法がある。

描画法は簡便であるため、法医学の分野で、身元不明の白骨死体の識別に用いられている。 しかし、最近はコンピュー

ターを使った復顔法に代わりつつある。

粘土法は煩雑で、専門的技量を必要とするが、顔貌を立体的に捉えることができる。 3次元的復顔法には 2種類の方法

があり、筋の構成から顔貌を復元する「Russian method」 と軟組織の厚みデータから顔貌を復元する「Amencan tec
hnique」 がある。

今回はJoth Pragと Richard Neaveに よる、上記の 2法を組み合わせた方法に基づいて復顔を試みた。

まず、原資料を型取 りし、石膏によるレプリカを作成した。次いで、鈴木ら(1948)に よる頭顔面の解剖学的計測′点での

軟組織厚みデータをもとに、レプリカ上の各計測点に、軟組織の厚さの指標 となるPegを 接着 した。その後、粘土を用い

て軟組織を復元 した。復元の基準は以下のとお りである。

① 眼

小川ら (1960)に よる日本人の顔貌と頭蓋骨との解剖学的位置関係のデータをもとに、眼寓から眼裂の位置を決定した。

内眼角点と外眼角点の上下的位置関係 :内眼角点は眼宙下縁より約113mm上方に位置し、タト眼角点は約130mm上方に

位置する。

左右的位置関係 :外眼角点は眼宙縁と一致することが多く、内眼角点は眼寓縁に対して3mm以上内側に位置すること

が多い。

② 鼻

鼻の形態や大きさは、鼻骨の傾斜角度と鼻腔の形態によって決定される。

鼻尖は、鼻骨の傾斜に沿わせて下方にのばし、外鼻の下端は梨状回の下端から約67mm下の位置とする。
鼻翼の最も外方に突出した点は、梨状日外側縁から35mm～50mmの位置にあり、今回は40mmの位置に設定した。

① 回唇
口裂線の位置は、通常、上顎前歯の切縁上か、それより1～ 2mm程度上方に位置している。
また、口角点の位置は、一般に、上顎の第一小臼歯上にあることが多い。

最後に仕上げと細部修正を行い、完成したものが (写真1-3)で ある。またAdobe Photoshop①で画像処理を行い、彩
色を施した。このときに、眉中心線が限寓上縁に一致するものと眉中心線が眼寓上縁よりもわずかに下方にあるものが
70%以上であることに基づき、眉中心線を眼寓上縁に一致させて描いた。

眉や耳の形態、口唇の厚薄、肥痩状態等は、頭蓋という骨からの情報だけでは充分な推定はできないため、今回作り上

げた顔貌が正確であるかどうか、客観的資料がなく、正確性は定かではない。
しかし、 1つ の顔からその人がどう暮らし、生活していったか想像をふくらませていくと、歴史を垣間見ることができ

るのではなかろうか。
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写真図版97 近世墓標(12)(中峯屋敷④ 隠居屋敷)
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中峯屋敷 墓石 (移設前・S→ )

中峯屋敷 墓石 (移設前 。S→ ) 中峯屋敷 墓石 (移設前 。S→ )

中峯屋敷 墓石 (移設前・S→ ) 中峯屋敷 墓石 (移設前・S→ )

-630-
写真図版98 近世墓標(13)(中峯屋敷⑤)



＼

2959。 2960・ 2961 9多 訂と,苅 )

2960 (1多 言当登) 2960 (1多 訂暫登)

(移設後 ) 2961(移設後 )2961

写真図版99 近世墓標 (14)(東屋敷)
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