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例　　　言

１．本書は、京奈和自動車道大和御所道路（御所区間）の建設に先立って、御所市教育委員会が実

施した観音寺本馬遺跡（Ａ地区・Ｂ地区）の発掘調査報告書である。

　なお、御所市教育委員会では、平成 19 年度以来実施している同事業による発掘調査の調査区

について、遺跡ごとにＡ～Ｆ地区と呼称し、既刊の概要報告でもその名称を用いている。これに

従って本書でもその地区名称を踏襲する。各地区名称と遺跡との対応関係は以下のとおりである。

　Ａ地区：観音寺本馬遺跡（御所インターチェンジ部分）

　Ｂ地区：観音寺本馬遺跡（路線部分） 

　Ｃ地区：茅原中ノ坊遺跡　　　　　　　　　　　　　　

　Ｄ地区：玉手遺跡

　Ｅ地区：中西遺跡

　Ｆ地区：朝町銅山遺跡ほか

２．今次調査の調査次数は、Ａ地区を観音寺本馬遺跡第２次調査、Ｂ地区を同第４次調査とし、そ

れぞれをさらに面的な調査範囲や掘削深さを決定するためのトレンチ調査（第２－１次調査・第

４－１次調査）と、それを受けた面的な発掘調査（第２－２次調査・第４－２次調査）に区分した。

３．現地調査は、濱口芳郎・濵　慎一・米田裕貴子・木許　守が各地区を担当し、木許が全体を総

括した。

４．各調査区の調査期間および担当者は以下のとおりである。

　第２－１次調査　Ａ西区：平成 19 年６月１日から平成 19 年８月 16 日（担当　濱口芳郎）

Ａ東区：平成 19 年９月 18 日から平成 19 年 12 月 17 日（担当　濵 慎一・

木許 守）

　第２－２次調査　Ａ西１・２区：平成 19 年８月 17 日から平成 20 年１月 26 日（担当　濵 慎一）

Ａ西３区：平成 21 年９月 28 日から平成 21 年９月 29 日（担当　米田裕貴子）

Ａ東２区：平成 20 年６月４日から平成 20 年９月 10 日（担当　濵 慎一）

　第４－１次調査　Ｂ地区　平成 19 年６月 15 日から平成 19 年 12 月 13 日（担当　濱口芳郎・

濵 慎一）

　第４－２次調査　Ｂ地区　平成 20 年６月２日から平成 21 年１月 30 日（担当　米田裕貴子）

５．本書の執筆は、木許・西村慈子・井ノ上佳美・金澤雄太が担当した。執筆担当箇所は目次に記した。

６．別表の作成担当者は別表の冒頭（中扉）に記した。

７．本書の編集は、木許・西村が担当した。

８．本書に先立って『御所市文化財調査報告書』第 33 集・第 35 集として、概要報告書を刊行して

いるが、遺構名称について概報刊行後に整理作業を進める過程で変更している。また、それ以外

の内容についても本書との齟齬がある場合には、本書をもって訂正とする。



目 次

　巻頭図版１　観音寺本馬遺跡（Ｂ地区）　西から

　巻頭図版２　冬至の頃（2008 年 12 月 18 日）　日の入り

　例言

本文目次

第１章　位置と環境……………………………………………………………（金澤）…… １

　第１節　位置………………………………………………………………………………… １

　第２節　歴史的環境 ……………………………………………………………………………… １

第２章　調査の契機と経過 …………………………………………………………（木許）…… ５

　第１節　契機と経過 ……………………………………………………………………………… ５

　第２節　調査次数と調査区名称…………………………………………………………… ８

第３章　基本層序 ……………………………………………………………（木許・西村）…… ９

第４章 第２－１次・第４－１次調査（トレンチ調査）の成果 …（木許・西村）…… 32

　第１節　Ａ西１・２区（第２－１次調査） …………………………………………………… 32

　　１．１トレンチ …………………………………………………………………………………… 32

　　２．３トレンチ …………………………………………………………………………………… 35

　　３．２トレンチ …………………………………………………………………………………… 35

　　４．４トレンチ …………………………………………………………………………………… 40

　　５．５トレンチ …………………………………………………………………………………… 41

　　６．６トレンチ …………………………………………………………………………………… 43

　第２節　Ａ東１・２区（第２－１次調査） …………………………………………………… 44

　　１．１トレンチ …………………………………………………………………………………… 44

　　２．２トレンチ …………………………………………………………………………………… 46

　　３．３トレンチ …………………………………………………………………………………… 47

　　４．４トレンチ …………………………………………………………………………………… 47

　第３節　Ｂ地区（第４－１次調査） …………………………………………………………… 52

　　１．１トレンチ …………………………………………………………………………………… 52

　　２．２トレンチ …………………………………………………………………………………… 54

　　３．３トレンチ …………………………………………………………………………………… 54

　　４．４トレンチ …………………………………………………………………………………… 57

　　５．５トレンチ …………………………………………………………………………………… 57

　　６．６トレンチ …………………………………………………………………………………… 57

　　７．７トレンチ …………………………………………………………………………………… 59

　　８．８トレンチ …………………………………………………………………………………… 60

　　９．９トレンチ …………………………………………………………………………………… 61

　　10．10 トレンチ ………………………………………………………………………………… 63

　　11．11 トレンチ ………………………………………………………………………………… 65

　第４節　小結 ………………………………………………………………………………………… 65



第５章 第２－２次・第４－２次調査の成果 ………………………………………………… 68

　第１節　Ａ西１区・２区（第２－２次調査） ………………………………………………… 68

　　１．第１遺構面（９層および11層上面）の遺構と遺物出土状況（木許・西村）… 68

　　　①井戸１

　　　②流路２

　　　③素堀溝

　　　④溝１

　　　⑤溝２

　　　⑥溝３

　　　⑦溝４

　　　⑧土坑１

　　２．第２遺構面（13 層上面）の遺構と遺物出土状況 ………（木許・西村）…… 81

　　３．第３遺構面（14 層上面）の遺構と遺物出土状況 ………（木許・西村）…… 81

　　　①下層トレンチ１（Ａ西１区）の遺物出土状況

　　　②流路３

　　　③土坑２

　　　④下層トレンチ２（Ａ西２区）の遺物出土状況

　　　⑤土器棺墓１

　　　⑥焼土１

　　　⑦下層トレンチ３（Ａ西２区）

　　４．第１遺構面出土遺物 ………………………………………………………（木許）…… 95

　　５．第３遺構面出土遺物 ……………………………………………………（井ノ上）……100

　　　①Ａ西１区下層トレンチ１

　　　②Ａ西２区下層トレンチ２－１区

　　　③Ａ西２区下層トレンチ２－２区

　　　④Ａ西２区下層トレンチ２－３区

　　　⑤小結

　第２節　Ａ西３区（第２－２次調査） ………………………………（木許・西村）……147

　第３節　Ａ東２区（第２－２次調査） …………………………………………………………147

　　１．第１遺構面（９層上面）の遺構と遺物出土状況 …………（木許・西村）……147

　　２．第２遺構面（13 層上面）の遺構と遺物出土状況 ………（木許・西村）……148

　　　①井戸１

　　　②ピット

　　　③杭列

　　　④１号墓

　　　⑤溝１

　　　⑥溝２

　　　⑦溝３

　　　⑧溝４

　　　⑨土坑１

　　　⑩土坑２

　　　⑪土坑３

　　　⑫土坑４



　　３．第３遺構面（14 層上面）の遺構と遺物出土状況 ………（木許・西村）……159

　　４．第２遺構面出土遺物 ………………………………………………………（木許）……159

　第４節　Ｂ地区（第４－２次調査） ……………………………………………………………168

　　１．第１遺構面の遺構と遺物出土状況 …………………………（木許・西村）……168

　　　①溝１

　　２．第２遺構面（13層上面）の遺構と遺物出土状況  ………（木許・西村）……169

　　　①ピット

　　　②土坑１

　　　③土坑２

　　　④土坑３

　　　⑤土坑４

　　　⑥溝２

　　　⑦溝３

　　　⑧溝４

　　　⑨溝５

　　３．第３遺構面（14上面）の遺構と遺物出土状況  …………（木許・西村）……184

　　　①第３遺構面上面の遺物出土状況

　　　②建物１

　　　③建物２

　　　④焼土

　　　⑤土器棺墓１

　　　⑥土器棺墓２

　　　⑦土器棺墓３

　　　⑧土器棺墓４

　　　⑨土器棺墓５

　　　⑩土器棺墓６

　　　⑪土壙墓１

　　　⑫土坑

　　４．第１・第２遺構面ほか上層出土遺物 …………………………………（木許）……210

　　５．第３遺構面出土遺物 ……………………………………………………（井ノ上）……224

　　　①土器棺墓

　　　②第１群

　　　③第２群

　　　④第３群

　　　⑤第４群

　　　⑥第５群

　　　⑦第３遺構面上のその他の遺物

　　　⑧小結

第６章　まとめ …………………………………………………………………………（木許）……287

〈参考文献〉 ………………………………………………………………………………………………289

別表………………………………………………………………………………………………291



挿図目次

図１　 御所市の位置

図２　 周辺の主要遺跡分布図（Ｓ .＝ 1/50,000）

図３　 観音寺本馬遺跡　既往の調査地（Ｓ .＝ 1/4,500）

図４　 観音寺本馬遺跡　第２次・第４次調査地　調査区配置図（Ｓ .＝ 1/2,500)

図５　 観音寺本馬遺跡　第２次・第４次調査地　柱状図作成位置（Ｓ .＝ 1/2,000）

図６　 調査区南北方向　土層断面柱状概念図（１）（Ｓ .＝ 1/20)

図７　 調査区南北方向　土層断面柱状概念図（２）（Ｓ .＝ 1/20)

図８ 調査区東西方向　土層断面柱状概念図（１）（Ｓ .＝ 1/20)

図９ 調査区東西方向　土層断面柱状概念図（２）（Ｓ .＝ 1/20)

図 10　Ｂ地区　南北方向　土層断面図（１）（Ｓ .＝ 1/80）

図 11　Ｂ地区　南北方向　土層断面図（２）（Ｓ .＝ 1/80）

図 12　Ｂ地区　南北方向　土層断面図（３）（Ｓ .＝ 1/80）

図 13　Ｂ地区　東西方向　土層断面図（Ｓ .＝ 1/80）

図 14　Ａ地区　南北方向　土層断面図（Ｓ .＝ 1/80）

図 15  Ａ地区　東西方向　土層断面図（１）（Ｓ .＝ 1/80）

図 16　Ａ地区　東西方向　土層断面図（２）（Ｓ .＝ 1/80）

図 17　Ａ地区　東西方向　土層断面図（３）（Ｓ .＝ 1/80）

図 18　Ａ地区　東西方向　土層断面図（４）（Ｓ .＝ 1/80）

図 19　Ａ地区　東西方向　土層断面図（５）（Ｓ .＝ 1/80）

図 20　Ａ地区　東西方向　土層断面図（６）（Ｓ .＝ 1/80）

図 21　Ａ地区　東西方向　土層断面図（７）（Ｓ .＝ 1/80)

図 22　Ａ西２区　１トレンチ　平面図（１）（Ｓ .＝ 1/350)・土層断面柱状図（１）（Ｓ .＝ /1/40)

図 23　Ａ西２区　１トレンチ　平面図（２）（Ｓ .＝ 1/250)・土層断面柱状図（２）（Ｓ .＝ /1/40)

図 24　Ａ西２区　３トレンチ　平面図（１）（Ｓ .＝ 1/220)・土層断面柱状図（Ｓ .＝ 1/40)

図 25　Ａ西２区　３トレンチ　平面図（２）（Ｓ .＝ 1/220）

図 26　Ａ西２区　２トレンチ　11 層上面　平面図（Ｓ .＝ 1/250）・土層断面柱状図（Ｓ .＝ 1/40）

図 27　Ａ西２区　２トレンチ　流路１　西岸護岸杭列（Ｄ -Ｄ’）・堰（Ｅ -Ｅ’）立面図（Ｓ .＝ 1/50）

図 28　Ａ西１区　４トレンチ　平面図（Ｓ．＝ 1/160）・土層断面柱状図（Ｓ .＝ 1/40）

図 29　Ａ西１区　５トレンチ　平面図・西壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 30　Ａ西１区　６トレンチ　平面図・西壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 31　Ａ東１区　１トレンチ　平面図（Ｓ .＝ 1/250）・土層断面柱状図（Ｓ .＝ 1/40）

図 32　Ａ東１区　２トレンチ　平面図（１）・北壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/200）

図 33　Ａ東１区　２トレンチ　平面図（２）（Ｓ .＝ 1/200）

図 34　Ａ東１区　３トレンチ　平面図・北壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 35　Ａ東２区　４トレンチ　平面図・北壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/200）

図 36　Ｂ地区　１トレンチ　平面図・北壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 37　Ｂ地区　１トレンチ　溝４北岸護岸杭列（Ａ -Ａ’）立面図（Ｓ .＝ 1/50）

図 38　Ｂ地区　２トレンチ　平面図（Ｓ .＝ 1/180）・土層断面柱状図（Ｓ .＝ 1/40）

図 39　Ｂ地区　３トレンチ　平面図・東壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 40　Ｂ地区　４トレンチ　平面図・東壁土層断面図（Ｓ .=1/160）

図 41　Ｂ地区　５トレンチ　平面図・西壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 42　Ｂ地区　６トレンチ　平面図（１）・東壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 43　Ｂ地区　６トレンチ　平面図（２）

図 44　Ｂ地区　７トレンチ　平面図・西壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 45　Ｂ地区　８トレンチ　平面図・東壁土層断面図

図 46　Ｂ地区　９トレンチ　平面図・西壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/160）

図 47　Ｂ地区　10 トレンチ　平面図・北壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/180）



図 48　Ｂ地区　11 トレンチ　平面図・西壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/180）

図 49　第２－２次・第４－２次調査　調査区の位置と名称（Ｓ .＝ 1/2,000）

図 50　Ａ地区　各時期の遺構配置（Ｓ .＝ 1/2,500）

図 51　Ａ西１区　第１遺構面（９層・11 層上面）の遺構　平面図（Ｓ .＝ 1/500）

図 52　Ａ西２区　第１遺構面（９層・11 層上面）の遺構　平面図（Ｓ .＝ 1/500）

図 53　Ａ西２区　井戸１　平面図・断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 54　Ａ西２区　流路１・流路２　平面図（Ｓ .＝ 1/500）・土層断面図（Ｓ .＝ 1/80）

図 55　Ａ西１区　溝１　土層断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 56　Ａ西１区　溝２　土層断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 57　Ａ西１・２区　溝３・４　土層断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 58　Ａ西２区　溝３－堰１　立面・断面・平面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 59　Ａ西１区　土坑１　立面・断面・平面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 60　Ａ西１・２区　下層トレンチ及び遺構配置図（Ｓ .＝ 1/1,000）

図 61　Ａ西１区　下層トレンチ１　平面図（Ｓ .＝ 1/500）

図 62　Ａ西１区　調査区西壁　土層断面図（１）（Ｓ .＝ 1/80）   

図 63　Ａ西１区　調査区西壁　土層断面図（２）（Ｓ .＝ 1/80） 

図 64　Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 65　Ａ西２区　下層トレンチ２　炭化物分布状況（Ｓ .＝ 1/400）

図 66　Ａ西２区　下層トレンチ２　炭化物除去後の遺物分布状況（Ｓ .＝ 1/400)

図 67　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　遺物出土状況（Ｓ .＝ 1/40）

図 68　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　遺物出土状況（Ｓ .＝ 1/80）

図 69　Ａ西２区　浅鉢出土状況（Ｓ .＝ 1/20）

図 70　Ａ西２区　石冠・石斧出土状況（Ｓ .＝ 1/5）

図 71　Ａ西２区　土器棺墓１　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 72　Ａ西２区　焼土１　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 73　Ａ西２区　下層トレンチ３　平面図・土層断面図（Ｓ .＝ 1/120）

図 74　Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3・1/1）

図 75　Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/5・1/3）

図 76　Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/5・1/7）

図 77　Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 78　Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 79　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 80　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 81　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）

図 82　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（４）（Ｓ .＝ 1/3）

図 83　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（５）（Ｓ .＝ 1/2・1/3・1/4）

図 84　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　土器棺墓１　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 85　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 86　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 87　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）

図 88　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（４）（Ｓ .＝ 1/3）

図 89　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（５）（Ｓ .＝ 1/3）

図 90　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（６）（Ｓ .＝ 1/3）

図 91　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（７）（Ｓ .＝ 1/3）

図 92　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（８）（Ｓ .＝ 1/3）

図 93　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（９）（Ｓ .＝ 1/3・1/2）

図 94　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 95　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 96　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）



図 97　 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（４）（Ｓ .＝ 1/3）

図 98　 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（５）（Ｓ .＝ 1/3）

図 99　 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（６）（Ｓ .＝ 1/3）

図 100　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（７）（Ｓ .＝ 1/3）

図 101　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（８）（Ｓ .＝ 1/3）

図 102　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（９）（Ｓ .＝ 1/3）

図 103　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（10）（Ｓ .＝ 1/2・1/3）

図 104　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（11）（Ｓ .＝ 1/3）

図 105　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（12）（Ｓ .＝ 1/3）

図 106　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（13）（Ｓ .＝ 1/3）

図 107　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（14）（Ｓ .＝ 1/3）

図 108　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（15）（Ｓ .＝ 1/3）

図 109　Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 110　Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 111　Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）

図 112　Ａ西３区　北壁土層断面図（Ｓ .＝ 1/120）

図 113　Ａ東２区　第２遺構面　平面図（Ｓ .＝ 1/250）

図 114　Ａ東２区　井戸１　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 115　Ａ東２区　ピット１・２　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 116　Ａ東２区　杭列（Ａ－Ａ’）立面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 117　Ａ東２区　１号墓　墳丘断面図（Ｓ .＝ 1/80）

図 118　Ａ東２区  溝２・３・４土層断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 119　Ａ東２区　土坑１　平面・断面図（Ｓ．＝ 1/20）

図 120　Ａ東２区　土坑２　平面・断面・立面図（Ｓ．＝ 1/40）

図 121　Ａ東２区　土坑３・４　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 122　Ａ東２区　井戸１　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3・1/5・1/6）

図 123　Ａ東２区　杭列（Ａ－Ａ’）出土遺物（Ｓ .＝ 1/5）

図 124　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 125　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 126　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）

図 127　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（４）（Ｓ .＝ 1/3）

図 128　Ａ東２区　土坑２　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 129　Ａ東２区　１号墓周溝およびその周辺　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 130　Ｂ地区　第２遺構面　平面図（Ｓ .＝ 1/500）

図 131　Ｂ北区　ピット１～９　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/40)

図 132　Ｂ北区　土坑１・２　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 133　Ｂ北区　土坑３・４　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 134　Ｂ北区　溝１・溝２・溝３・溝５　土層断面図（Ｓ .＝ 1/40）

図 135　Ｂ地区　溝４　土層断面図（ａ－ａ’～ｆ－ｆ’）（Ｓ .＝ 1/40）

図 136　Ｂ地区　溝４　ｇ－ｇ’付近の杭等出土状況（Ｓ .＝ 1/40）

図 137　Ｂ地区　溝４　堰１付近の杭等出土状況（Ｓ .＝ 1/40）

図 138　Ｂ地区　溝４　堰２付近の杭等出土状況（１）（Ｓ .＝ 1/40）

図 139　Ｂ地区　溝４　堰２付近の杭等出土状況（２）（Ｓ .＝ 1/40）

図 140　Ｂ地区　溝４　堰２付近の杭等出土状況（３）（Ｓ .＝ 1/40）

図 141　Ｂ地区　溝４　堰２付近の杭等出土状況（４）（Ｓ .＝ 1/40）

図 142　Ｂ地区　溝４　護岸施設ｓ－ｓ’付近の杭等出土状況（Ｓ .＝ 1/40）

図 143　Ｂ地区　溝４　堰３付近の杭等出土状況（Ｓ .＝ 1/40）

図 144　Ｂ地区　第３遺構面　平面図（Ｓ .＝ 1/500）

図 145　Ｂ地区　第３遺構面　第１群の遺物分布状況（Ｓ .＝ 1/100）



図 146　Ｂ地区　第３遺構面　第２群の遺物分布状況（Ｓ .＝ 1/100）

図 147　Ｂ地区　第３遺構面　第３群の遺物分布状況（Ｓ .＝ 1/100）

図 148　Ｂ地区　第３遺構面　第４群の遺物分布状況（Ｓ .＝ 1/100）

図 149　Ｂ地区　第３遺構面　第５群の遺物分布状況（Ｓ .＝ 1/100）

図 150　Ｂ地区　建物１　平面図（Ｓ .＝ 1/60）

図 151　Ｂ地区　建物１　柱穴　平面・断面・立面図（１）（Ｓ .＝ 1/20）

図 152　Ｂ地区　建物１　柱穴　平面・断面・立面図（２）（Ｓ .＝ 1/20）

図 153　Ｂ地区　建物１　中央焼土・東焼土　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 154　Ｂ地区　建物２　平面図（Ｓ .＝ 1/60）

図 155　Ｂ地区　建物２　柱穴　平面・断面・立面図（１）（Ｓ .＝ 1/20）

図 156　Ｂ地区　建物２　柱穴　平面・断面・立面図（２）（Ｓ .＝ 1/20）

図 157　Ｂ地区　建物２　焼土　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 158　Ｂ地区　焼土１～４　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 159　Ｂ地区　焼土５～７　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 160　Ｂ地区　土器棺墓１～３　平面・断面・立面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 161　Ｂ地区　土器棺墓４～６　平面・断面・立面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 162　Ｂ地区　土壙墓１　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 163　Ｂ地区　土坑１～５　平面・断面図（Ｓ .＝ 1/20）

図 164　Ｂ地区　第１・第２遺構面ほか上層　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3・2/3）

図 165　Ｂ地区　土坑４　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 166　Ｂ地区　溝４　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 167　Ｂ地区　溝４　出土遺物（ｇ－ｇ’付近）（Ｓ .＝ 1/5）

図 168　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰１付近（１））（Ｓ .＝ 1/5）

図 169　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰１付近（２）・木樋）（Ｓ .＝ 1/5・1/8）

図 170　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰２付近（１））（Ｓ .＝ 1/5）

図 171　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰２付近（２））（Ｓ .＝ 1/5）

図 172　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰２付近（３））（Ｓ .＝ 1/5）

図 173　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰２付近（４））（Ｓ .＝ 1/5）

図 174　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰２付近（５））（Ｓ .＝ 1/5）

図 175　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰２付近（６））（Ｓ .＝ 1/5）

図 176　Ｂ地区　溝４　出土遺物（ｓ－ｓ’（１））（Ｓ .＝ 1/5）

図 177　Ｂ地区　溝４　出土遺物（ｓ－ｓ’（２）・Ａ－Ａ’・ｔ－ｔ’）（Ｓ .＝ 1/5）

図 178　Ｂ地区　土器棺墓１・２　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 179　Ｂ地区　土器棺墓３　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 180　Ｂ地区　土器棺墓４　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 181　Ｂ地区　土器棺墓５・６　出土遺物（Ｓ .＝ 1/3）

図 182　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 183　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 184　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）

図 185　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（４）（Ｓ .＝ 1/3）

図 186　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（５）（Ｓ .＝ 1/3）

図 187　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（６）（Ｓ .＝ 1/3）

図 188　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（７）（Ｓ .＝ 1/3）

図 189　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（８）（Ｓ .＝ 1/3）

図 190　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（９）（Ｓ .＝ 1/2）

図 191　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（10）（Ｓ .＝ 1/3）

図 192　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（11）（Ｓ .＝ 1/3）

図 193　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 194　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）



図 195　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）

図 196　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（４）（Ｓ .＝ 1/3）

図 197　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（５）（Ｓ .＝ 1/3・1/2）

図 198　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（６）（Ｓ .＝ 1/3）

図 199　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（７）（Ｓ .＝ 1/3・1/2）

図 200　Ｂ地区　第３遺構面直上　第３群　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 201　Ｂ地区　第３遺構面直上　第３群　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/2・1/3）

図 202　Ｂ地区　第３遺構面直上　第４群　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 203　Ｂ地区　第３遺構面直上　第４群　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 204　Ｂ地区　第３遺構面直上　第４群　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）

図 205　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 206　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 207　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3）

図 208　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（４）（Ｓ .＝ 1/3）

図 209　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（５）（Ｓ .＝ 1/3）

図 210　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（６）（Ｓ .＝ 1/3）

図 211　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（７）（Ｓ .＝ 1/3）

図 212　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（８）（Ｓ .＝ 1/3・1/2）

図 213　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（９）（Ｓ .＝ 1/3）

図 214　Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（10）（Ｓ .＝ 1/3）

図 215　Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .＝ 1/3）

図 216　Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .＝ 1/3）

図 217　Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .＝ 1/3・1/2・1/1）

図 218　Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（４）（Ｓ .＝ 1/2・1/3）

図 219　Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（５）（Ｓ .＝ 1/3）

図 220　Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（６）（Ｓ .＝ 1/3）

図 221　Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（７）（Ｓ .＝ 1/3）

挿表目次

表１  Ｂ北区　ピット１～９　計測表

表２　Ｂ地区　建物１　柱穴等計測表

表３　Ｂ地区　建物２　柱穴等計測表

図版目次

図版１　Ａ西区　１トレンチ　９層上面　東から

        Ａ西区　１トレンチ　13 層上面　北から

図版２　Ａ西区　３トレンチ　９層上面　南から

　　　　Ａ西区　３トレンチ　14 層上面　土器・炭化物分布範囲　北から

図版３　Ａ西区　２トレンチ　11 層上面　北から

　　　　Ａ西区　７トレンチ　11 層上面　全景　東から

図版４　Ａ西区　４トレンチ　９層上面　南西から

　　　　Ａ西区　５トレンチ　９・11 層上面　北から

図版５　Ａ西区　６トレンチ　９・11 層上面　南から

　　　　Ａ東区　１トレンチ　９層上面　東から

図版６　Ａ東区　２トレンチ　３層中　西から

　　　　Ａ東区　２トレンチ　３層上面　南西から

　　　　Ａ東区　２トレンチ　９層上面　東から

　　　　Ａ東区　２トレンチ　11 層上面　東から

　　　　Ａ東区　２トレンチ　溝・杭検出状況　北から



図版７ Ａ東区　３トレンチ　３層上面　北から

　　　 Ａ東区　３トレンチ　下層確認状況

図版８ Ａ東区　４トレンチ　２層中　西から

　　　 Ａ東区　４トレンチ　３層上面　西から

　　　 Ａ東区　４トレンチ　９層上面　西から

　　　 Ａ東区　４トレンチ　13 層上面　東から

　　　 Ａ東区　４トレンチ　13 層上面　溝検出状況

図版９ Ｂ地区　１トレンチ　北西から

　　　 Ｂ地区　１トレンチ　13 層上面　西から

　　　 Ｂ地区　１トレンチ　溝４　杭検出状況

　　　 Ｂ地区　１トレンチ　溝４　東から

　　　 Ｂ地区　１トレンチ　溝４　南から

図版 10 Ｂ地区　２トレンチ　８層上面　北から

　　　 Ｂ地区　２トレンチ　下層確認　北から

図版 11 Ｂ地区　３トレンチ　11 層上面　北から

　　　 Ｂ地区　３トレンチ　14 層上面　北から

図版 12 Ｂ地区　４トレンチ　11 層上面　北から

　　　 Ｂ地区　５トレンチ　５層上面　北から

図版 13 Ｂ地区　６トレンチ　５層上面　北東から

　　　 Ｂ地区　７トレンチ　５層上面　南から

図版 14 Ｂ地区　８トレンチ　11 層上面　南から

　　　 Ｂ地区　９トレンチ　５層上面　北から

図版 15 Ｂ地区　11 トレンチ　５層上面　西から

　　　 Ｂ地区　11 トレンチ　北から

図版 16　航空写真（南西上空から）

　　　 Ａ西１・２区　全景　北東から

図版 17 Ａ西２区　井戸１（１）

　　　 Ａ西２区　井戸１（２）

　　　 Ａ西２区　井戸１（３）

　　　 Ａ西２区　井戸１（４）

　　　 Ａ西２区　井戸１（５）

図版 18 Ａ西２区　流路２など　上面検出状況　西から

　　　 Ａ西２区　流路１　護岸杭列　東から

図版 19 Ａ西１区　溝１　東から

　　　 Ａ西１区　溝１　遺物出土状況（１）

　　　 Ａ西１区　溝１　遺物出土状況（２）

　　　 Ａ西１区　溝１　遺物出土状況（３）

　　　 Ａ西１区　溝１　遺物出土状況（４）

図版 20 Ａ西１区　溝２　東から

　　　 Ａ西２区　溝２　西から

図版 21 Ａ西１区　溝３・溝４　東から

　　　 Ａ西２区　溝３　南西から

　　　 Ａ西２区　溝３　堰１（１）

　　　 Ａ西２区　溝３　堰１（２）

　　　 Ａ西２区　溝３　堰１（３）

図版 22 Ａ西１区　土坑１　南から

　　　 Ａ西１区　土坑１　北から

図版 23 Ａ西１区　土坑２　北から

　　　 Ａ西１区　土坑２　東から



図版 24 Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　南東部

　　　 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　南から

図版 25 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　浅鉢出土状況

　　　 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　石冠・石斧出土状況

図版 26 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　土器棺墓１　東から

　　　 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　焼土検出状況

図版 27 Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　遺物集中地点

　　　 Ａ西２区　下層トレンチ３　東から

図版 28 Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3・1/1・1/5）

図版 29 Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3・1/5）

図版 30 Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/7）

　　　 Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 31 Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3）

　　　 Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 32 Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 33 Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/3・1/2）

　　　 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　土器棺墓１（Ｓ .≒ 1/3）

図版 34 Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 35 Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 36 Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 37 Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（４）（Ｓ .≒ 1/3・1/2）

　　　 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 38 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 39 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 40 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（４）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 41 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（５）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 42 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（６）（Ｓ .≒ 1/3・1/2）

図版 43 Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（７）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 44 Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　第３遺構面直上　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3）

図版 45 Ａ東２区　第２遺構面　１号墓ほか　検出状況 北から

　　　 Ａ東２区　第２遺構面　検出状況　東から

図版 46 Ａ東２区　井戸１　南から

　　　 Ａ東２区　第２遺構面　ピットと杭列

図版 47 Ａ東２区　１号墓　遺物出土状況

　　　 Ａ東２区　溝１　遺物出土状況

図版 48 Ａ東２区　土坑１　南から

　　　 Ａ東２区　土坑２　南東から

図版 49 Ａ東２区　井戸１　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3・1/6・1/5）

　　　 Ａ東２区　杭列（Ａ－Ａ’）　出土遺物（Ｓ .≒ 1/5）

図版 50 Ａ東２区　土坑１　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 51 Ａ東２区　土坑１　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 52 Ａ東２区　土坑２　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3）　 

 　　　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（Ｓ.≒1/3）　

図版 53 Ａ東２区　１号墓周溝およびその周辺　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3）

図版 54 Ｂ地区　土坑４　西から

　　　 Ｂ地区　土坑１　北から

　　　 Ｂ地区　土坑２　北から

　　　 Ｂ地区　土坑３　西から

　　　 Ｂ地区　ピット１　北から



図版 55 Ｂ地区　ピット２　北から

　　　 Ｂ地区　ピット３　北から

　　　 Ｂ地区　ピット４　北から

　　　 Ｂ地区　ピット５　北から

　　　 Ｂ地区　ピット６　北から

　　　 Ｂ地区　ピット７　北から

　　　 Ｂ地区　ピット８　北から

　　　 Ｂ地区　ピット９　北から

図版 56 Ｂ地区　溝１・溝２・溝３　南西から

　　　 Ｂ地区　溝４北端部付近　東から

図版 57 Ｂ地区　溝４　堰１　北から

　　　 Ｂ地区　溝４　堰１　西から

　　　 Ｂ地区　溝４　堰１　南から

　　　 Ｂ地区　溝４　堰１　木樋　北から

　　　 Ｂ地区　溝４　堰１　木樋　東から

図版 58 Ｂ地区　溝４　堰２　北から

　　　 Ｂ地区　溝４　堰２　南から

　　　 Ｂ地区　溝４　堰２　東から

　　　 Ｂ地区　溝４　堰２　南列

　　　 Ｂ地区　溝４　堰２　北列

図版 59 Ｂ地区　溝４　堰３　北から

　　　 Ｂ地区　溝４　堰３　南から

図版 60 Ｂ地区　第１群の遺物分布状況　東から

　　　 Ｂ地区　建物１ほかと第２群の遺物分布状況　南から

図版 61 Ｂ地区　建物１　西から

　　　 Ｂ地区　建物１　南西から

図版 62 Ｂ地区　建物１　焼土

　　　 Ｂ地区　建物１　柱穴１　東から

　　　 Ｂ地区　建物１　柱穴３　南から

　　　 Ｂ地区　建物１　柱穴４　南から

　　　 Ｂ地区　建物１　柱穴５（柱痕）　東から

　　　 Ｂ地区　建物１　柱穴７　東から

　　　 Ｂ地区　建物１　柱穴８・９　南から

　　　 Ｂ地区　建物１　柱穴９　東から

図版 63 Ｂ地区　建物２　柱穴１　南東から

　　　 Ｂ地区　建物２　柱穴３　南東から

　　　 Ｂ地区　建物２　柱穴４　南から

　　　 Ｂ地区　建物２　柱穴５　西から

　　　 Ｂ地区　建物２　北から

図版 64 Ｂ地区　土器棺墓１　西から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓１　南から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓１　東から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓１　土器棺の内部（１）

　　　 Ｂ地区　土器棺墓１　土器棺の内部（２）

図版 65 Ｂ地区　土器棺墓２・同３・同４　南から

　　　 Ｂ地区　建物１と土器棺墓２・同３・同４　西から

図版 66 Ｂ地区　土器棺墓２　南から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓２　東から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓２　埋土の状況　北から



　　　 Ｂ地区　土器棺墓２　埋土除去後の状況

　　　 Ｂ地区　土器棺墓２　土器棺取上後の状況

図版 67 Ｂ地区　土器棺墓３　西から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓３　西から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓３　南から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓３　埋土の状況

　　　 Ｂ地区　土器棺墓３  埋土除去後の状況

図版 68 Ｂ地区　土器棺墓４　南西から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓４　東から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓４　北東から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓４　埋土除去後の状況

　　　 Ｂ地区　土器棺墓４　土器棺除去後の状況

図版 69 Ｂ地区　土器棺墓５・同６・焼土６・同７　北から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓５と焼土６ 北東から

図版 70 Ｂ地区　土器棺墓５　西から

　　　 Ｂ地区　土器棺墓６　北から

図版 71 Ｂ地区　土壙墓１ほか　北から

　　　 Ｂ地区　土坑１～４ほか　南東から

図版 72 Ｂ地区　第１・第２遺構面ほか上層　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3・2/3）

　　　 Ｂ地区　土坑４　出土遺物（Ｓ．≒ 1/3）

　　　 Ｂ地区　溝４　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 73 Ｂ地区　溝４　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/5）

図版 74 Ｂ地区　溝４　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/5・1/8）

図版 75 Ｂ地区　溝４　出土遺物（４）（Ｓ .≒ 1/5）

図版 76 Ｂ地区　溝４　出土遺物（５）（Ｓ .≒ 1/5）

図版 77 Ｂ地区　溝４　出土遺物（６）（Ｓ .≒ 1/5）

図版 78 Ｂ地区　溝４　出土遺物（７）（Ｓ .≒ 1/5）

図版 79 Ｂ地区　土器棺墓１・２　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3）

図版 80 Ｂ地区　土器棺墓３　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3）

図版 81 Ｂ地区　土器棺墓４　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3）

図版 82 Ｂ地区　土器棺墓５・６　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3）

図版 83 Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 84 Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 85 Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 86 Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（４）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 87 Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（５）（Ｓ .≒ 1/3・1/2）

図版 88 Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 89 Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 90 Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/3・1/2）

　　　 Ｂ地区　第３遺構面直上　第３群　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3・1/2）

図版 91 Ｂ地区　第３遺構面直上　第４群　出土遺物（Ｓ .≒ 1/3・1/2）

図版 92 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 93 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 94 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 95 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（４）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 96 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（５）（Ｓ .≒ 1/3・1/2）

図版 97 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ .≒ 1/3）

図版 98 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ .≒ 1/3・1/2・1/1）

図版 99 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ .≒ 1/3）
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第 1 章　位置と環境

第 1節　位置

　御所市は奈良県の中部に位置する面積 60.58km2 の都市であり、

北は葛城市・大和高田市、西は大阪府千早赤阪村、南は五條市、東

は橿原市・高取町・大淀町に接している。市域の北部は低平な奈

良盆地の西南端に位置し、西部には金剛・葛城山がそびえ、南東

部には竜門山地西端にあたる巨勢山などの丘陵に跨る。地形的に

は、市の南に中央構造線がはしる、内帯と外帯の接する地域といえ、

自然景のみならず人々の生活や風習等において奈良盆地と吉野山

地との漸移・連結地帯をなしている。また、盆地各所への利便性

もさることながら、西は金剛・葛城山の間にある水越峠を通じて

大阪方面へつながり、南は風の森峠を越えて五條・吉野・和歌山

方面へ至る、交通の結節地としても重要な役割を果たしている。

　今回調査を行った観音寺本馬遺跡は市域の北東端に位置し、葛

城川によって形成された平坦な扇状地上に存在する。

第 2節　歴史的環境

　御所市域では旧石器時代の遺跡は現状で確認されておらず、縄文時代になって初めて人類の痕跡

を見出すことができる。明確な遺構が確認されている遺跡はそれほど多くないが、観音寺本馬遺

跡において後期の竪穴式住居や土壙墓、晩期の平地式住居や水場遺構、土器棺墓群（本書、本村

2009、岡田編 2013）、玉手遺跡において晩期の平地式住居や土器棺墓群が検出されており（御所市

教育委員会 2010）、近接する橿原市曲川遺跡なども含めて具体的な集落の様相について議論できる

下地が整ってきている。またこれら遺跡では、前者で半裁柱、後者で漆塗糸玉といった北陸地域と

の交流が伺える遺構・遺物が多く確認されており、当時の交流の一端が窺われる。加えて、伏見遺

跡では中期末～後期中葉（廣岡・十文字 2005）、南郷遺跡地蔵谷地区では中期末～後期初頭の土器

が多く出土しており（坂編 2000）、付近に集落の存在が想定できる。縄文時代の遺物の出土は山麓

部を中心に比較的多く認められ、後期～晩期のものが多い中で前期に遡るものも少数ではあるが玉

手遺跡などで確認されている（松田 1997）。

　弥生時代の代表的な遺跡には鴨都波遺跡があり、遺構や遺物の豊富さから弥生時代を通じて営

まれた拠点的大集落と考えられる（木許編 1992、 田・尼子編 1992 ほか）。高地性集落では、巨

勢山丘陵上に巨勢山境谷遺跡（ 田編 1985、木許編 2007 ほか）、巨勢山中谷遺跡（御所市教育委

御所市

奈良県

観音寺
本馬遺跡

図１　御所市の位置　
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員会 1989）、巨勢山八伏遺跡（御所市教育委員会 1990）などが後期になって営まれることが知られ

ている。また、名柄遺跡よりやや南西のところでは外縁付鈕Ⅱ式の銅鐸と多鈕細文鏡が発見されて

おり、青銅器埋納地として古くから著名である（高橋 1919）。近年の発掘調査では、観音寺本馬遺

跡において方形周溝墓群が検出され墓域の様相が（鈴木編 2014）、秋津・中西遺跡において広大な

水田遺構や埋没林が検出され生産域の様相が、それぞれ明らかとなっている（松岡 2011、岡田・

松岡 2012、本村・中野 2013、岡田・絹畠・中東 2013、岡田・中野 2015、岡田・木村 2015、絹畠

2015）。後者については、全国でも最大規模のものであり、秋津・中西遺跡周辺が有数の穀倉地帯

であったことを示していると考えられる。

　古墳時代に入ると、前期では鴨都波１号墳が著名である（ 田・木許編 2001）。一辺約 20 ｍの

小規模な方墳ながら、４面の三角縁神獣鏡や方形板革綴短甲、漆塗りの靫といった豊富な副葬品が

出土した。墳丘と副葬品に見られる格差は当該期の南葛城地域を考える上で重要な視点となろう。

その他にも西浦古墳（梅原 1922）やオサカケ古墳（島本 1938）、巨勢山 419 号墳（ 田編 2002）

などが前期の古墳として知られているが、資料状況が良くないこともあり、鴨都波１号墳との関係

を含めて十分に検討が及んでいない。

　集落に関しては鴨都波遺跡において若干様相がわかっているものの（豊岡 1989、 田・尼子編

1992）、その他の遺跡に関しては顕著な遺構は認められず、楢原遺跡において土坑からまとまった

土器が出土している程度であった（ 田編 1994）。しかし近年の発掘調査によって、秋津遺跡か

ら前期前半の方形区画施設や多数の掘立柱建物、竪穴式住居が検出され（米川・菊井 2010、岡田

2011b、岡田・松岡 2012、岡田・中野 2015）、名柄遺跡から前期前半の住居や良好な土器群が検出

されるなど重要な成果があがってきている（佐々木 2012）。

　中期になると、突如として墳長 238 ｍを誇る大前方後円墳の室宮山古墳が築造される（秋山・網

干 1959、木許編 1996、 田・木許編 1999）。北側の周堤に接するネコ塚古墳という陪冢をもち（梅

原 1922、関川 1989）、埋葬施設には長持形石棺を納めた竪穴式石室を有するなど南葛城地域の中で

も隔絶した内容であり、その出現に対する歴史的評価は今後も慎重に議論していく必要がある。そ

の後は、やや規模を縮小させながらも墳長 149 ｍの前方後円墳である掖上鑵子塚古墳が築造される

が（楠本編 1978 ほか）、その立地が曽我川流域へと移る点は先行する室宮山古墳との関係を考える

上で注意が必要である。また、室宮山古墳の東側に位置する径約50ｍの円墳であるみやす塚古墳も、

室宮山古墳との前後関係が難しいが興味深い存在である（網干 1959）。

　中期の集落としては、金剛山東麓の扇状地上に広がる南郷遺跡が特筆されよう（坂編 1996 ほか）。

広い範囲に居住・生産・祭祀の要素が散在しているとともに、渡来系要素の強い集落であり、葛城

氏の支配拠点と考えられている。南郷遺跡内に所在する極楽寺ヒビキ遺跡では、室宮山古墳で出土

した家形埴輪に類似する構造の建物跡が検出され、古墳に葬られた被葬者と集落との関係を考える

上でこの上ない成果といえる（北中編 2007）。その他にも、名柄遺跡で首長居館と考えられる遺構
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Ｎ

図２ 周辺の主要遺跡分布図（Ｓ.＝1/50,000）
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が（ 田 1991）、鴨神遺跡において中期後半と考えられる道路遺構が確認されている（近江 1993）。

　後期は大型古墳の分布が変化し、巨勢谷に大型の横穴式石室墳が築造されるようになる。主要な

ものとして、樋野権現堂古墳（佐藤 1916、河上 2001）、新宮山古墳（奈良県教育委員会 1980 ほか）、

水泥北古墳、水泥南古墳（網干 1961b ほか）があげられ、高取町域の市尾墓山古墳、市尾宮塚古墳

なども含めて巨勢氏との関連が考えられる。地理的にはやや離れるが、巨大な横穴式石室をもつ條

ウル神古墳についても、近年の調査で墳長 70 ｍ前後の前方後円墳であることが確実視できるよう

になった。石室の型式が巨勢谷のものと類似しており、その破格の規模とともに注目される（御所

市教育委員会編 2003、金澤 2015）。

　群集墳に関しては、総数 800 基を超える巨勢山古墳群（ 田編 1987）や葛城山東方の独立丘陵

上に立地する石光山古墳群（河上ほか編 1976）、葛城山東側斜面の尾根上に位置する小林古墳群（

田 1987）や石川古墳群（白石 1974）、吐田平古墳群（網干 1961a）、金剛山の東側斜面尾根上に位

置する北窪古墳群（末永 1932、廣岡 2002 ほか）やドンド垣内古墳群（十文字編 2007 ほか）など

が存在する。これらの古墳群はおおむね古墳時代後期を中心とするものであるが、中期に築造が開

始されるものや終末期にまで築造が続くものも存在している。このような状況から、金剛・葛城山

東麓部は後期を中心に墓域として広く利用されていたと考えられ、それらの築造主体や古墳群間の

関係等については今後の調査・検討が待たれる。

　後期の集落については情報が少ないが、鴨都波遺跡や南郷遺跡で竪穴住居などの遺構が確認でき

ており、集落が継続して存在していることがわかる（ 田・尼子編 1992、阪本編 2002 ほか）。ただし、

集落の規模などはよくわかっていないため、今後の調査成果に期待するところが大きい。

　古代には寺院の造営が盛んに行われている。伽藍配置が復元できるものは巨勢寺に限られるが（河

上・木下編 2004）、近年の調査で新たに検出された二光寺廃寺（廣岡 2006）では、金堂と考えられ

る礎石建物の一部が検出されるとともに、その周囲から多量の 仏や瓦が出土し、大きな成果が上

がっている。その出土瓦の中には、近隣の朝妻廃寺（前園ほか 1978）、高宮廃寺（松田ほか 1993）

の瓦と同笵のものがあり、密接な関連を有する可能性が考えられる。
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第２章　調査の契機と経過

第 1節　契機と経過

　京奈和自動車道は、京都から和歌山を結ぶ全長 120km の高規格幹線道路として計画された自動車

専用道路である。このうち、大和郡山市伊豆七条町から五條市居伝町までは大和御所道路とされ、

御所市はこのうちの「御所区間」が該当している。

　大和御所道路は、平成４年度に事業化がなされ、以降、用地買収・建設工事等が進められてきた。

そして、この事業と併行して、工事に先立つ埋蔵文化財の発掘調査も奈良県立橿原考古学研究所を

中心として、多くの地点で実施されている。

　こうした状況にあって、平成 19 年４月に、国土交通省近畿地方整備局　奈良国道事務所長から、

御所市教育委員会に対して、「御所区間」について、埋蔵文化財発掘調査業務にかかる「委託申込書」

が提出された。

　各種公共事業のうち国・県が行う事業に伴う発掘調査は奈良県が行うという取り決めがある。し

たがって、京奈和自動車道の建設に伴う発掘調査は奈良県が行うべきであるが、事業の早期完成と

それによる地元の利便性向上など様々な条件を考慮すると、御所市内における文化財調査について

は、御所市も一定の役割を担うべきであると判断された。しかし、御所市がこの事業を実施するに

は、調査員の人数が絶対的に不足するという問題があった。そこで当市教育委員会は、この「委託

申込書」の提出に前後して、事業自体の受託の可否をも含めて内部調整を行いつつ、調査の方法や

体制について奈良県教育委員会文化財保存課および奈良県立橿原考古学研究所と協議を重ねた。そ

して最終的に事業受託の方針を固め、同年４月に申込者に対して、「埋蔵文化財発掘調査受託承諾書」

を発行した。調査体制については、最大の問題であった調査員は事業嘱託を新たに雇用して対応す

ることや、技術職員１名をほぼ専従させて全体を総括すること、各種事務手続きなどに文化財係職

員が当たることなどを決め、その整備に努めた。

　御所市の発掘調査担当区については、奈良県および橿原考古学研究所との協議によって取り決め

た。具体的には、道路建設予定地のうち、御所インター建設予定地の南端の一部から玉手遺跡（御

所市玉手所在の新池より北側）までの範囲と、国道 309 号線から巨勢山丘陵のトンネル抗口までの

範囲、および南部丘陵地の朝町におけるトンネル抗口部の工事により掘削が行われる範囲である。

　これらの範囲にはそれぞれ遺跡が所在しているので、当市教育委員会は、便宜上各地区をアルファ

ベットの地区名を付けて呼称した。観音寺本馬遺跡はＡ地区およびＢ地区とした。現地作業

および先に刊行した概要報告（御所市教委 2008・2009）においては一貫してこの地区名を用いた

ので、本書でもこれを踏襲する。各地区は、現状での土地利用による区画などに従いながら、さら

に適宜小地区を設定した。観音寺本馬遺跡の地区名称は次節で述べる。また、Ｃ地区など、観音寺

本馬遺跡以外の地区名称と遺跡との対応については、例言に記したので参照されたい。
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図３　観音寺本馬遺跡　既往の調査地（Ｓ．＝1/4,500）
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　平成 19 年度は、Ａ地区・Ｂ地区のトレンチ調査（第２－１次調査・第４－１次調査）を開始し、

Ａ西１・２区については第２－２次調査として面的な発掘調査を実施した。平成 20 年度は、第２

－２次調査の一部と第４－２次調査として、Ａ東区およびＢ地区の面的な調査を実施した。平成

21 年度は、Ａ西３区として約 60 ㎡の調査を行った。Ａ西３区は高架のための橋台建設予定地で、

現県道の取り回しの必要など工事の進捗と合わせる必要があったので、小規模ながらこの地区のみ

単独で調査を実施したものである。

　調査次数と調査地区の関係は図３に示した。結果的に、Ａ・Ｂ地区の現地における発掘調査は、

平成 19 年６月１日に着手し、平成 21 年１月 30 日に、Ａ西３区を除いて大部分を終了した。各小

地区の調査実施期間および調査担当者については、例言に記したので参照されたい。

　調査面積は、Ａ地区・Ｂ地区全体の対象面積は 24,000 ㎡で、このうち、第２－１次調査・第４

－１次調査としてＡ地区・Ｂ地区のトレンチ調査を実施したが、その合計面積は 3,720 ㎡であった。

第２－２次調査において、Ａ西区は 7,800 ㎡、Ａ東区は 840 ㎡、第４－２次調査においてＢ地区の

3,670 ㎡を発掘調査した。

第２節　調査次数と調査区名称

　第１次調査は、平成 19 年５月８日から同年９月 28 日の期間で、奈良県立橿原考古学研究所が実

施した。当該調査は、京奈和自動車道御所インターチェンジ建設予定地のうち、後に観音寺Ⅰ～Ⅲ

区と呼称されることになる 56,000 ㎡を対象にしたトレンチ調査で、トレンチの総面積は 9,631 ㎡

に及んだ。第１次調査の結果、縄文時代から近世に至る各時期の遺構が、対象地全体に広がること

が確認され、上下層２面の調査が必要である箇所なども細かく設定された。そして、この調査を受

けて、全面的な発掘調査となった、観音寺Ⅲ区（12,100 ㎡）・観音寺Ⅱ区（19,500 ㎡）・観音寺Ⅰ

区（13,000 ㎡）を対象にした第５次・第６次・第７次の各調査が実施されたのである。

　当市教育委員会は、橿原考古学研究所が行った第１次調査の期間とほぼ並行する時期に、図３に

示したＡ地区とＢ地区の調査に着手した。Ａ地区は御所インターチェンジ建設予定地の南端部分、

Ｂ地区はそこに接続する路線部分をそれぞれ調査区として設定したものである。Ａ地区はさらに調

査の便宜上Ａ西１区・Ａ西２区・Ａ西３区・Ａ東１区・Ａ東２区に区分した。そして、Ａ地区の調

査を観音寺本馬遺跡第２次調査として、同じくＢ地区を第４次調査として位置づけたのである。

　さらに、第２次調査は、発掘調査区の範囲や深さを決定するためのトレンチ調査を行った第２－

１次調査とその後の第２－２次調査に大別し、第４次調査も同様に第４－１次調査と第４－２次調

査に区分した。

　なお、観音寺本馬遺跡の発掘調査については、上記のほか橿原市教育委員会が行っており、それ

らを含めて図３にその地点と地区名称等を記したので参照されたい。
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第３章　基本層序

　土層の堆積状況については、図６～９に柱状概念図を示した。

　今回の発掘調査における調査区の層位の把握は、第２－１次、第４－１次調査では、トレンチの

４壁面で土層の確認、観察を行い、基本的にその４面すべての土層断面図を作成する方針で臨んだ。

また、第２－２次、第４－２次調査でも、各調査区の外周となる壁面すべての土層断面図を作成す

ることとした。そして、実際に、一部の不手際やその他の個別的な事情による以外は基本的にこの

方針を守り、土層断面の記録として残している。

　その原図は御所市教育委員会文化財課が保管しているが、今回、発掘調査の正報告を行うに際し
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て、その膨大な量の図面を整理した。土層断面実測図を見ると、砂粒の大きさ・質・土色等によっ

て、詳細な分層がなされている。その一方で、図面作成時にも、調査区全体を通じて広範囲に見ら

れる一種の鍵層や各遺構面、遺構面上の洪水堆積層などの認識を図面に反映することが意識されて

おり、そのことがそれぞれに註記されている。調査区毎の土層の整合性について、この土層断面実

測図に加えて現地調査当時の各調査員のメモや調査日誌などを総合して検討し、基本層序として把

握した。

　その結果をまとめたものが上記の土層柱状概念図である。この柱状概念図では、実測図に記され

た各土層を、図６の註に記したように、例えば「３．中近世耕作遺構面を埋没させた洪水堆積層」

などと一定の意味毎に大別した。一方、同図は概念図とは言え、土層断面の実測図を基に作成した

もので、同図に層序を反映させた各地点は図５に明記し、鉛直方向（深さ）の縮尺はすべて１/20

に統一している。したがって、同図は特に各土層の厚さの情報など、土層堆積状況の実際と乖離し

たものではない。

　なお、現地で作成した土層断面の実測図の一部は図 10 ～ 21 として掲げたほか、必要に応じて本

文中各項において提示する。また、図６～９の柱状図と図 10 ～ 21 の実測図では、後述する縄文時

代の遺構基盤層（14 層）のように、各調査区を跨いで広範に認められる土層には図中にトーンを

入れて示している。その際に、トーンの記号を統一して両図を対照することの便に供した。また、

土層番号も柱状図と実測図で統一し、実測図には柱状図で使用した大別番号にハイフンで繋いだ枝

番号を付けることで詳細な分層に対応した。さらに、柱状図に層序を反映させた実測図中の各地点

は、図 10 ～ 21 にも明示しているので併せて参照されたい。

　以下に、図６～９の土層断面柱状概念図に基づいて、今次調査地の基本層序について述べる。

　今次調査地は、現地表面を見ると南西が高く北東が低い地形になっている。Ｂ地区の南端からＡ

東２区までは直線距離で約 300 ｍであるが、御所市発行の都市計画図で見ると、その比高差は約 3.5

ｍ程あるので、ほぼ平坦とは言えるものの、微地形では北東方向に傾斜する緩斜面地に遺跡は立地

していることになる。

　もちろん、この状況は遺跡の各遺構面についても言える。発掘調査によって、後述するように縄

文時代から中・近世に至る各遺構面を検出したが、それらの高さも現状に見えるこの高低差におお

むね一致して、南西が高く北東が低くなっていた。

　調査地の現状は、一部に里道やあぜ道のほか、盛土して資材置き場などに利用されている箇所が

あったが、基本的にすべて水田耕作地であった。したがって、各地点の最上層は、１層の現耕作土

層となっている。

　２層以下の遺構面については、中世・近世の耕作遺構でいわゆる素堀溝や鋤溝と称される遺構が

形成された面（２層・３層・４層・５層・７層・８層・11 層の各上面）、古墳時代・奈良時代およ

び中世の遺構面（９層・11 層の各上面）、弥生時代の遺構面（13 層上面）・縄文時代の遺構面（14
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層上面）となっている。これらの遺構面上を、砂礫や砂を中心とする洪水堆積土が覆っている。つ

まり、当該地は、縄文時代以降、各遺構面が形成されては洪水により埋没し、その堆積層上面に改

めて遺構が形成されるという状態が繰り返されている。

　なお、第２－２次調査・第４－２次調査では、これら遺構検出面について 11 層上面の一部とこ

れに連続する９層上面を第１遺構面、13 層上面を第２遺構面、14 層上面を第３遺構面とそれぞれ

呼称した。また第５章および第６章では各遺構面ごとに項を設けて検出遺構について詳述している。

　次に、具体的に各土層について見ていく。

　２層は灰色ないし褐色系統の礫砂・砂・粘質土である。２層が現れるのは標高が比較的低いＡ東

区であるが、図 20・21 の土層断面図に示したように、２層中においても土質を基準にすると何層

にも分層が可能である。このことから、２層が洪水堆積層としても、一度の洪水により形成された

ものではないとみられる。実際、素堀溝の検出面は２層中の２－ 6 層・２－９・２－ 11 層などの

上面であった。

　３層は灰色ないし褐色系統の砂または砂質土で、今回調査区の全体に見られる。標高が相対的

に低いＡ東区では、この３層の上面にも素堀溝が形成される（図９、柱状図 15 ～ 17）が、多くの

地点では、３層より下層にあたる４層・５層・７層・９層・11 層の上面にそれが形成されている。

これらの土層はいずれも灰色ないしは褐色系統の砂や砂質土を中心とするもので、洪水堆積層とみ

られる。

　素堀溝が形成される面も、上述のように、洪水による埋没のたびに堆積土層上に新たに形成され

ているわけで、中近世の耕作遺構面は、Ｂ地区の南端付近では３面、Ｂ地区中央付近では２～３面、

Ａ東区では２層中にあるものを含めて３面が確認できた。しかし、これらはおそらく実際に耕作等

が行われた遺構面の一部であって、偶然にも残存して調査によって検出される条件が揃ったもので

あったとみるべきであろう。中近世という長い期間には、本来は幾度もこのような耕作面が形成さ

れていたと思われる。

　ところで、中世・近世の耕作遺構面で、層位的に最も古い面は 11 層 ( 灰色系統を主体とするシ

ルトから砂礫土、一部粘土）および９層（黄灰色系統の細砂またはシルト、一部砂）上面である。

９層は、標高が相対的に高いＢ地区の南半にはみられない土層で、標高が相対的に低いＡ地区を中

心に分布している。その上面には前述来の素堀溝のほか古墳時代と奈良時代の遺構がみられた。そ

の一方で、図７～９の土層柱状断面図に示しているように、中近世の遺構の基盤層となる 11 層は

９層の下層に潜っていくので、一見層位的に矛盾する逆転現象が起こっている感がある。実際には、

11 層の上層に９層が堆積しているのであるが、標高が高いＢ地区の南半に堆積していた９層は何

らかの事情で削平を受けて現状では無くなっていると考えられる。その削平の時期は、11 層でも

その上層に９層が存在しない箇所のみに、中近世の遺構がみられることから、中世以前であったと

考えることができる。
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図６　調査区南北方向　土層断面柱状概念図（１）　（Ｓ．＝1/20）
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図７　調査区南北方向　土層断面柱状概念図（２）　（Ｓ．＝1/20）
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　次に 13 層は、褐色ないし灰色系統の砂礫・礫砂・粗砂と灰色系統の粘土の互層である。調査区

においては、部分的にはそれが存在しない箇所もあり、また存在しているところでも地点によって

は層厚 70cm ～ 10cm となっており、必ずしも安定的とは言えないが基本的には全体に分布している。

砂や礫の層と粘土層の互層になるのは、やはり土層の生成が洪水堆積に起因するためと思われる。

この 13 層の上面に弥生時代の遺構面が形成されている。ただし遺構が 13 層上面全体に存在してい

るわけではない。弥生時代の遺構は、Ｂ地区北半、Ａ西区、Ａ東２区にみられ、このうちＡ東２区

以外は遺構の密度はさほど高くなく、むしろまばらな分布状況である。

　14 層は、この 13 層の下層に存在した土層である。一部はシルト質になるが、基本的には灰色系

統の粘土層として形成されている。また、Ａ東２区で層厚自体が薄くなるところもあるが、おおむ

ね 30cm ～ 70cm 程度の厚みがあって、調査区全体に安定的に広がっている。この上面に縄文時代晩

期の土器片等が分布し、同面から掘り込まれた遺構が形成されている。もっとも、遺物や遺構の分

布状況は後段で詳述するが、14層上面の全体に分布するわけではない。そのあり方には粗密があり、

遺構・遺物が分布する地点では、おおむね直径５～ 10 ｍ程度の範囲内に土器棺墓などの遺構のほか、

土器片、石器片などの遺物が濃密に見いだされたが、その範囲外には、それらが全く存在しないと

いう状況であった。

　上述のように、14 層は灰色系統の粘土層で、洪水堆積に起因する砂礫層が多い調査地周辺にあっ

ては、土層の平面および断面の観察によって比較的容易にそれを捉えることが可能であった。この

ため、遺構や遺物が存在しない地点でも、14 層を検出または掘削しているという認識を容易に持

つことができたため、調査中はこれを「縄文対応層」と呼び、特に遺構・遺物の検出に遺漏がない

ように努めた。また同層が調査地全体に広がっているという認識から、この土層を一種の鍵層とみ

なして、各地点の層序の理解に役立てた。

　ところで、御所市教育委員会は、この京奈和自動車道の開発事業に伴って、観音寺本馬遺跡に連

続する箇所としては、玉手遺跡に至るまでの約１km の範囲の発掘調査を担当した。その調査結果

によれば、観音寺本馬遺跡に南接するＢ地区南半やＣ地区（茅原中ノ坊遺跡）の北半では後世の流

路や洪水などによる削平・浸食を受けていたが、Ｃ地区南半およびＤ地区（玉手遺跡）北半には弥

生時代水田面の下層に、上記の 14 層に似る灰色系統の粘質土が存在することがわかった。そして、

その粘質土の上面には、Ａ・Ｂ地区の 14 層と同様に縄文時代晩期の遺構が形成される地点がある

ことを確認した。

　ただし、観音寺本馬遺跡で検出した遺構面は、後述するように縄文晩期でも篠原式期であったが、

Ｄ地区北半では口酒井期であったから、遺構面に時期差がある。しかし、その土質や層位的位置か

らみれば、この粘質土はＡ・Ｂ地区の 14 層と同一層もしくは対応層と考えられるのである。つまり、

14 層は、縄文時代晩期の比較的長い期間において、観音寺本馬遺跡の周囲の広い範囲に上面を露

出していた土層であったと考えられる。おそらく、同層は、粘土層であることからみれば、近辺を
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図８　調査区東西方向　土層断面柱状概念図（１）（Ｓ．＝1/20）
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図９　調査区東西方向　土層断面柱状概念図（２）（Ｓ．＝1/20）

82.0ｍ

81.0ｍ

80.0ｍ

79.0ｍ

２

14

16

１

３

９９

1414

16

１

２

２

９

３

14

Ｅ

９

盛土

11

13

３

流路１

柱状図15

15

15

２

15

1313

25

29

37

Ｖ Ｖ

柱状図16 Ｖ Ｖ

柱状図17

28

Ｖ Ｖ

古墳時代以降の遺構面

弥生時代遺構面

縄文時代遺構面に対応

０ 

１ｍ 



－ 18 －

流下する河川の後背湿地として形成され、それが一定程度以上乾燥して人が活動できる程度に安定

していた時期があったのであろう。また、14 層が遺跡を越えた広い範囲に分布することから、今後、

近辺で発掘調査を行うに際して、比較的認定しやすい同層を捉えることができれば、その地点にお

ける層序の理解に大きく貢献することになると考えられる。

　さて、今次調査地の 14 層の上面で、柱穴や土器棺墓などの遺構を検出した。ただし上述のよう

に、遺構は調査区全体に分布するのではなく地点により粗密があった。また、遺構が検出された周

囲には、その上面に地点を限って縄文土器片が密度高く検出された。さらに、このような遺物が検

出された地点では、土器の周囲やそれを覆った直上の土層中に、高い割合で炭化物片が混じってい

た。つまり、炭化物片、土器片、遺構はそれぞれに関係があって、遺構が存在する周囲の一定の範

囲に土器片等の遺物、炭化物が検出されたのである。

　巻頭図版(上)は、Ｂ地区における 14 層上面（第３遺構面）の遺構および出土遺物の検出状況の

写真である。これによれば、土器片の直下に高さ 10cm ばかりの柱状の土の掘り残しがあって、一

段下がった面で柱穴などの遺構が検出されている。この状況だけを見れば、検出した土器片は遺構

面の上面に形成された遺物包含層中の遺物であると捉えられるかもしれない。しかし、ここで検出

した遺物群は互いに比高差がなく、同一の高さに水平分布している。また遺構のうち焼土に関しては、

その上面が周囲に比べて一段高くなっており、焼土の高さが土器の検出高と同様であることもわか

る。遺構や遺物は調査区全体に満遍なく分布するのではなく、一定の限定的な範囲に一つの単位を

形成しているのであるが、遺構と遺物の検出状況はいずれの地点でも同様であった。

　このような遺物の検出状況から、本来、遺物は遺構の形成面、すなわち検出された土器が使用さ

れていた当時の生活面直上に分布していると考えられる。これに対して、柱穴や土器棺墓などの遺

構の検出面が一段下がっているのは、14 層は主として暗灰色の粘土層であることから、雨水その

他の水分の浸食を受けたことにより上面から数 cm の厚さが泥化して、遺構埋土の識別が困難になっ

たためと考えられる。一方、焼土の上面は焼け締まって硬化しているために泥化せず、遺構が形成

された当時の高さで検出されたと理解される。

　このような理解に基づけば、遺構面上に分布した土器片は、人の活動に伴って破片化してその場

に残されたものであり、遺構面の上面に後の洪水などによって運ばれてきたものではないと考えら

れる。このことは、遺物が分布する周囲に遺構が存在して、遺物の無いところには遺構も無いとい

う遺跡の検出状況ともよく合致する。すなわち、14 層上面で出土した土器片等の遺物は基本的に

すべて原位置を保っていると考えられる。また 14 層の直上に堆積している砂や粘土の互層となる

13 層は、元々そこに存在した遺物等を押し流すようなことがなかったと考えられるから、一気に

押し寄せてきた濁流により形成されたのでははなく、比較的静かに水位を上げて冠水状態になった

後砂粒が沈殿して堆積したものであったと想定できるだろう。

　さらにまた、遺構やその上面に分布する遺物が埋没する過程をこのように想定することができれ
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ば、土器片の周りやその直上層に炭化物の細片が混じることについては、次のような解釈が可能で

はないか。つまり、遺構やその上面に分布する遺物片が一旦水没した時に、遺構の上屋の構造物が

なお残存していて、それが腐朽してその場に崩れ落ちやがて埋没する過程で、木柱などの有機質が

炭化し細片化して残ったと考えられよう。ただしその場合には、必ずしも柱穴が検出されなかった

地点にも炭化物片が分布した地点があったことが疑問である。炭化物の生成原因がこのような想定

とは全く異なるのか、あるいは遺構の上屋の構造物に柱穴を伴わないような、簡易な平地住居のよ

うな施設があったかなど、この点に関してはなお実例の積み上げと検討が必要である。

　縄文時代の遺構の基盤層となる 14 層の下層には、黒色から灰色系統の粘土またはシルトが堆積

していた。深いところでは、１ｍ以上を掘削して確認したが、これらの層からは遺構・遺物が検出

されなかったので、この地点での地山と認識した。
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第４章　第２-１次・第４-１次調査（トレンチ調査）の成果

第１節　Ａ西１・２区（第２-１次調査）

１．１トレンチ（Ａ西２区　図４・図 22・図 23）

　１トレンチとして、Ａ西２区南端に長さ 73 ｍ、幅 7.5 ｍの東西方向に長いトレンチを設定した。

　基本層序は、現代耕作土である１層、中近世の洪水堆積層である３層、古墳時代以降の洪水堆積

層である９層、古墳時代以前の洪水堆積層である 11 層、弥生時代の遺構基盤層である 13 層、縄文

時代晩期中葉の遺構基盤層である 14 層である。遺構は、９層上面で中世素堀溝、13 層上面で弥生

時代のピット、溝を検出した。

　上層遺構にあたる９層上面の中世素堀溝は、図 22 に示したようにトレンチの全面で検出した。

溝の延びる方向によって、東西方向のものと南北方向のものの２時期の遺構があることがわかる。

その先後関係は、東西方向の溝が、南北方向のそれを切っており、新しい。素堀溝の規模は、東西

方向のものは幅 40 ～ 50cm のものが最も多く、なかには広いもので 80 ～ 100cm になるものもある。

深さは 10 ～ 20cm である。南北方向のものは幅 30 ～ 40cm、深さ 10 ～ 20cm である。遺物は、13 世

紀後半～ 14 世紀の小形土師皿や瓦器椀の破片が数点出土している。

　弥生時代の遺構として、図 23 に示したように、13 層上面でピット２基、溝２条を検出した。各

遺構の検出規模は、1Tr-P1 は径 20cm、深さ 19cm、1Tr-P2 は径 45cm、深さ４cm、1Tr- 溝 1 は幅

35cm、深さ 20cm、長さ 85cm、1Tr- 溝 2 は幅 40cm、深さ 20cm、長さ 2.4 ｍである。いずれも深さ

20cm 程度しか検出できておらず、特に 1Tr- 溝 1 は南北方向に延びるもののトレンチ内において途

切れて遺構として連続しないことなどからもわかるように、残存状態は悪かった。また、これらの

遺構はトレンチ東半のみで確認されたものであって、その分布密度は低く散在的である。遺物の出

土もなかった。このようなことから、第２－１次調査時には、こららの遺構の形成時期や性格も不

明な状態であった。

　その後、第２－２次調査時に当該遺構の周囲について範囲を拡張したうえで 13 層上面を精査し

ているが、上記以外の遺構を検出することができなかった。いかに遺構密度が低いといえども、少

なくとも 1Tr- 溝 2 の延長は検出されるはずであるが、それが検出できなかったのは、遺憾ながら

検出の段階で何らかの過誤があったと思われる。しかし、そうであったとしても上記のような遺構

の検出状況からすれば、遺構の残存状態が極めて悪く密度が低いものであるから、極端に多くの遺

構が未調査のまま壊されているわけではなかったと思われる。

　このような状況であったから、当該遺構の形成時期を弥生時代とすることは、厳密に言えば確定

的ではない。しかし、後述するＡ東区やＢ地区の発掘調査で、縄文時代遺構面（14 層上面）の上層に、

弥生時代の遺構・遺物が分布する 13 層を検出することができた。当該遺構の基盤層は、土層図等

を確認しつつ検討すると、この 13 層に対応させることができるため、これを弥生時代のものと位
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置づけたのである。ただし、その場合でも、この１トレンチの東半付近が弥生時代の遺構が広がる

範囲の縁辺部であると考えられる。

２．３トレンチ（Ａ西２区　図４・図 24・図 25）

  ３トレンチとして、１トレンチのほぼ中央部で北方向に向けて、長さ 40 ｍ、幅５ｍのトレンチ

を設定した。この時、３トレンチの南端は１トレンチの北壁に接続させたので、結果的に、1 トレ

ンチと３トレンチによってＡ西２区の中央に逆Ｔ字形のトレンチを設定したことになる。

　基本層序は１トレンチと同様で、９層上面に遺構が認められた。ただ、弥生時代の遺構面に相当

する 13 層上面に遺構は認められず、それよりも下層の 14 層上面で縄文時代の遺物を検出した。

　９層上面で、図 24 に示したように、中世の素堀溝とそれらに切られた溝を２条検出した。中世

素堀溝は、１トレンチと同じくトレンチ全体で検出でき、東西方向と南北方向のものがある。ただし、

素堀溝の切合い関係は、１トレンチとは異なり南北方向の素堀溝が東西方向の素堀溝を切っている

ものも認められる。素堀溝の形成時期は、この切り合い関係から少なくとも３時期あることがわか

る。素堀溝の規模は、検出幅 40cm 程度のものが多いが、なかには幅 80cm 程のものもあった。検出

深さは東西方向、南北方向の素堀溝ともに 10 ～ 15cm 程である。なお、遺構の密度については、ト

レンチ内の北側ほど低くなる状況が窺えた。遺物は、土師皿の細片が数点出土した。

　溝２は、東西方向に延びている。幅 2.8 ｍ、深さ 35cm、検出長は 4.5 ｍである。溝３は、南西

－北東方向に延びている。幅 2.6 ｍ、深さ 35cm、検出長 7.5 ｍである。遺物は、溝２からは出土

しなかったが、溝３から弥生時代・古墳時代・奈良時代の土器等が出土した。

　さらに下層では、図 25 に示したように、トレンチの北端付近において 14 層の直上に部分的に炭

化物が分布することを確認した。この時点では、明確な遺構は検出できなかったが、その炭化物を

除去すると、10 ㎡程の範囲に、土器片、土偶片、石器のほか堅果類など約 350 点の遺物が検出された。

それら遺物のうち実測可能であったものを図 94 ～ 105 に示した。縄文時代晩期中葉の篠原式の深

鉢（図 95 －６・７、図 97 － 13 ～ 15、図 98 － 16）・浅鉢（図 101 － 27、図 102 － 32）・土偶（図

94 －５）・石鏃（図 103 － 43・44）・石斧（図 105 － 58）などが出土した。

３．２トレンチ（Ａ西２区　図４・図 26・図 27）

　２トレンチとして、Ａ西２区の東端付近に、当初、南北 44 ｍ、東西５ｍのトレンチを設定した。

その後、調査の進展に従って、その北半部に当たる長さ 25 ｍについて東側を拡張して幅 11 ｍとし、

さらに南半部では西側に長さ 19 ｍ、幅４ｍの東西方向に長いトレンチを設けて元のトレンチに繋

いだ。この結果、２トレンチの面積は 446 ㎡になった。

　２トレンチの基本層序は、図 26 に示したように、上層から、現代耕作土である１層、中近世の

洪水堆積層である３層、古墳時代以前の洪水堆積層である11層、弥生時代の遺構基盤層である13層、
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図 24　Ａ西２区　３トレンチ　平面図（１）（Ｓ．＝1/220）・土層断面柱状図（１）（Ｓ．＝1/40）

土層断面柱状概念図

平面図（９層上面　中世、奈良・古墳時代）
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縄文時代晩期中葉の遺構基盤層である 14 層

があり、以下、黒灰色粘土の地山となる。

　遺構は、３層上面および 11 層上面で検出

したが、２トレンチの範囲内では、13 層上

面および 14 層上面には認められなかった。

　３層上面で検出した遺構は流路１である。

流路１はおおむね南北方向に延びるもので、

トレンチの東半でその西岸を検出した。検

出長 37.5 ｍ、幅 3.5 ｍであるが、後述する

Ａ東１区の１トレンチと３トレンチで、その

東岸を検出した。この結果から、流路１の幅

は 28 ｍ以上あったことがわかった。深さは、

この２トレンチでは１ｍ以上を検出した。

　流路１の埋土は灰白色や橙色の砂礫が主体

になっており、鉄分やマンガンの沈着も著し

い。またブロック状になる粘土塊も多く含ま

れることから、最終的な埋没は砂礫などの急

激な流入を伴う洪水などが原因であったと考

えられる。

　検出部分の中央付近で、流路１に伴う護岸

杭列および堰を検出した。護岸杭列は南北方

向約７ｍの範囲に 13 本の丸杭が、狭いとこ

ろで約 30cm、広いところで約 100cm の間隔

を開けて打ち込まれていた。図 27 上図に示

したように、杭は長い物で 120cm 程度が残存

している。本来はこの杭に伴って横木などが

設置されたと考えられるが、それらは残存し

ていなかった。

　次に図 27 下図に、堰に使用された杭の検

出立面図を掲げた。遺構としては、東西約２

ｍの範囲に丸杭７本が並んで打たれている状

況を確認したものである。杭列の方向が、流

路１の西岸の上端ラインや上記の護岸杭列に
図 25　Ａ西２区　３トレンチ　平面図（２）（Ｓ．＝1/220）

平面図（14 層上面　縄文時代）
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図26　Ａ西２区　２トレンチ　11層上面　平面図（Ｓ．＝1/250）・土層断面柱状図（Ｓ．＝1/40）
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おおむね直交する方向であったため、堰と判断したのであるが、ここにも横木など水流を堰き止め

る施設そのものは残存していなかった。杭の長さは、短いもので 10cm 程度、長いもので約 80cm が

残存していた。

　ただし、同図にも示したように、これらの杭は流路１の形成地盤となった土層に突き刺さってい

るのではなく、流路１の埋土に打たれている。流路１は、洪水のたびに氾濫原のレベルを上げつつ、

なお低い所に集まった水流が、一たび埋没した流路１に再度流れ込んで改めて流路が形成されると

いう状況を繰り返していたと考えられる。したがって、検出された堰は、流路１が埋没する過程で、

埋土によって河床が浅くなった段階に設置されたものと考えられよう。上記の護岸杭列が、やはり

流路１の埋土に打ち込まれていることも、同じ事情によると考えられる。

　遺物は、ローリングを受けた物を含めると多様な時期のものが認められるが、近世に溯る遺物は

認められないことから、流路１は近代以降に形成されたと考えられる。

　次に 11 層上面では、図 26 に示したように、流路１に切られる範囲以外で素堀溝を、さらにその

素堀溝に切られる流路２を確認した。

　素堀溝は東西方向と南北方向のものがあるが、深さは東西方向の素堀溝が 10 ～ 20cm、南北方向

の素堀溝が 15cm 程度である。遺物は、14 世紀頃の直径６～７cm 前後の小形土師皿や、暗文が全く

施されない瓦器皿の破片などが数点出土している。

　流路２は、トレンチの南半部で西方向に伸ばしたトレンチの西端付近で西岸を検出した。上記の

素堀溝は埋没後の流路２埋土の直上に形成されている。今次調査では、流路２の埋土の除去を行わ

なかったが、14 世紀頃の素堀溝に切られることから、その最終埋没時期が中世以前であることは

確かである。

４．４トレンチ（Ａ西１区　図４・図 28）

　４トレンチとして、Ａ西１区南東部に長さ 11.3 ｍ、幅６ｍの東西方向に長いトレンチを設定を

した。

　基本層序は、図 28 に示したように、上層から、現代耕作土である１層、中近世の洪水堆積層で

ある３層、古墳時代以降の洪水堆積層である９層、古墳時代以前の洪水堆積層である 11 層である。

　遺構は、９層の上面で、素堀溝とそれに切られた溝４を検出した。

　素堀溝は南北方向のものが認められた。その規模は幅 30 ～ 40cm のものと、60 ～ 80cm のものが

多く、ほかに広いもので 1.45 ｍになるものもある。深さは５～ 20cm である。素堀溝からの遺物は、

時期不明の瓦器片がごく僅かに出土したのみである。

　溝（溝４）は、東西方向に延びる溝で、トレンチのほぼ中央の北寄りで検出した。検出長は９ｍ、

幅 1.4 ｍ、深さ 10cm 程である。遺物は、あまり多くなく、時期不明の須恵器片がごく僅かに出土

したのみである。
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５．５トレンチ（Ａ西１区　図４・図 29）

　５トレンチとして、Ａ西１区中央に長さ 29 ｍ、幅５ｍの南北に長いトレンチを設定した。基本

層序は４トレンチと同様であるが、４トレンチで遺構基盤層と認識した９層はトレンチ全体には広

がっていなかった。ただし、図 29 左図に示したように、９層が存在しない箇所には同じ高さで下

層の 11 層上面が見え、そこに一連の遺構が形成されてた。つまり、遺構は、同一面として繋がる

９層と 11 層の上面で検出したのである。この面で素堀溝とそれに切られた溝２を確認した。

　素堀溝は、トレンチ全体に広がる南北方向のものを検出したが、トレンチ北半の方が分布密度が

低くなっている状況が窺えた。素堀溝の規模は、幅は 30 ～ 50cm で、広いところで１ｍになるもの

もある。深さは 10 ～ 15cm である。遺物は出土しなかった。

　溝２は、トレンチの北半部で検出した。東西方向に延びるもので、検出長は 2.3 ｍ、幅は 4.4 ｍ、

深さは 40cm 程である。遺物は、古墳時代前半期とみられる土師器高坏の脚部が出土した。

Ｖ Ｖ
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図29　Ａ西１区　５トレンチ　平面図・西壁土層断面図　（Ｓ．＝1/160）
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６．６トレンチ（Ａ西１区　図４・図 30）

  ６トレンチとして、５トレンチの北側に長さ 13 ｍ、幅５ｍの南北方向に長いトレンチを設定した。

基本層序は４トレンチと同じであるが、５トレンチと同様に９層が全面的には広がっていなかった。

また、６トレンチではこの９層上面に素堀溝などの遺構がなかったため下層確認の掘削を行い、図

30 左図に示したように、14 層の存在を確認した。

　遺構は、トレンチ中央のやや南寄りの地点と、トレンチの南東隅部で、溝を検出した。検出層位

は、同一面となる９層と 11 層の上面に当たる。トレンチ調査（第２－１次調査）の時点では、別

個の２条の溝と認識していたが、この後、第２－２次調査で範囲を拡大して発掘したところ、当該

トレンチの東方でこの２条の溝が合流することがわかったので、ここでは遺構名称として同一名と

し、溝１と呼称した。

　溝１の検出規模は、北側のそれは幅 50cm、深さ 11cm、南側のそれは幅 50cm、深さ８cm である。

ともに遺物は出土しなかった。

図30　Ａ西１区　6トレンチ　平面図・西壁土層断面　（Ｓ．＝1/160）
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第２節　Ａ東１・２区（第２-１次調査）

１．１トレンチ（Ａ東１区　図４・図 31）

　１トレンチとしてＡ東１区の南半に長さ 37 ｍ、幅８ｍの東西方向に長いトレンチを設定した。

　基本層序は、図 31 左図の土層断面柱状概念図に示したように、最上層に厚さ約 1.7 ｍの現代盛

土（産業廃棄物）があり、以下、近世以降の洪水堆積層である２層、中近世の洪水堆積層である３

層、古墳時代以降の洪水堆積層である９層、古墳時代以前の洪水堆積層である 11 層、弥生時代の

遺構基盤層に対応する 13 層、縄文時代晩期中葉の遺構基盤層に対応する 14 層が堆積している。

　遺構は、図 31 に示したように、３層上面と９層上面で確認した。

　３層上面では、Ａ西２区２トレンチで西岸を検出した流路１の東岸に当たる上端を検出したほか、

溝２条を検出した。

　流路１に関しては、このことによって、図 50 に復原図を示したように、この部分での流路幅が

約 25 ｍ以上であることがわかった。埋土は、Ａ西２区２トレンチでは灰色ないし黄褐色系統の砂

礫層であったが、この１トレンチでは還元化していて青灰色の砂礫層になっている。また、鉄分・

マンガンの沈着は認められなかった。遺物は出土しなかった。

　溝２条のうち、東側の溝の規模は検出長 4.5 ｍ、検出最大幅 3.3 ｍ、深さ 20cm である。南西－

北東方向にのびており、平面形は検出部分では北方向に先細りになる、やや不整形なものなってい

る。ただし、後述する２トレンチの東端付近の３層上面で検出した南西－北東方向の２条の溝は、

１トレンチのこの溝と方向や位置が対応するので、そのいずれかに繋がるものかもしれない。

　西側の溝の規模は、検出長 4.1 ｍ、幅 40cm、深さ 50cm である。その形状は通有の素堀溝と同様

であり、後述する２トレンチや３トレンチの３層上面で検出した素堀溝と掘削される方向が一致し

ている。

　これらの溝が形成された時期は層位的にみて近世以降と言えるが、今回調査地では、３層上面に

形成される当該期の素堀溝が検出できたのは、このＡ東区のみである。このことは、Ａ東区が今回

調査地の中では相対的に標高の低い位置に当たっているため、洪水堆積層が近世の耕作遺構面で

あっても遺構が壊れないように上面を覆っていたことが原因かもしれない。

　次に９層上面においても素堀溝を検出した。南北方向のものと東西方向のものが認められ、南北

方向の溝が東西方向の溝の埋土を切っていた。なお、この素堀溝の一部は、図 31 のトレンチの平

面図にも示しているように、下層確認のための深堀のトレンチによって壊してしまった。深堀トレ

ンチは基本的には遺構が存在しない箇所を狙って設けたものであるが、これは調査時における過誤

である。

　９層上面は、Ａ西区で 14 世紀ごろに形成されたと認識した素堀溝群を検出しているから、当該

トレンチの素堀溝についても同期のものと考えられる。
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２．２トレンチ（Ａ東１区　図４・図 32・図 33）

　２トレンチとして、Ａ東１区の北半に長さ 36.6 ｍ、幅９ｍの東西に長いトレンチを設定した。

　基本層序は１トレンチと同様であるが、トレンチの西半部に産業廃棄物が埋められた坑があって

攪乱が著しかった。攪乱坑は旧地表から約２ｍの深さがあった。また、遺構面について、３層上面

と９層上面のほか、３層をさらに細分した土層の上面で、素堀溝が形成される面を検出した。３層

は中近世の洪水堆積層であり、幾たびかの洪水毎に改めて耕作面が形成されたとみられるが、今次

調査地全体にはほとんど残存しないこの時期の耕作の痕跡であるが、この２トレンチ周辺には残っ

ていたものである。

　３層上面の遺構は図 32 右図に示した。トレンチの東端付近で南西－北東方向の溝２条を検出し

た。東側の溝は、検出長 4.5 ｍ、同幅 50cm、深さ 28cm である。西側の溝は検出長 4.3 ｍ、幅 2.5 ｍ、

深さ 25cm 程である。また、これとは別に、トレンチの西端付近に、溝の方向が次に述べる南北方

向の素堀溝群と平行するものの、素堀溝よりやや幅広な溝を検出した。検出長４ｍ、幅 1.4 ｍ、深

さ 15 ～ 30cm である。

　素堀溝は、トレンチの中央付近で検出した。おおよそ幅 30cm、深さ 10 ～ 15cm 程である。東半

部に東西方向の溝が１条あるが、基本的には南北方向を向く。遺物は出土しなかったが、層位的に

みて、これらの形成時期は近世以降であると考えられる。

　３層は、灰色ないし褐色系統の砂礫・砂・粘質土で構成される中世以降の洪水堆積層であるが、

上面から掘り下げると、図 33 左図に示したように、この３層と一括できる層中において一つの面

を見い出し、素堀溝が形成される遺構面として検出した。素堀溝は、検出幅 30 ～ 40cm、深さ 10

～ 15cm 程の溝で、すべて南北方向に延びている。遺物は瓦器椀や小形土師皿が出土した。この瓦

器椀は内面に暗文が施されるものの、外面の暗文は口縁端部に極わずかに施されるものである。小

形土師皿は直径約８cm のものである。これらをみれば、この遺構面は 13 世紀後葉以降に形成され

たと考えられる。

　次に、中世の耕作遺構面として、９層上面と 11 層上面を検出した。

　９層上面の遺構は図 33 中図に示した。南北方向の素堀溝のほか東西方向の素堀溝１条、やや幅

の広い溝２条を検出した。素堀溝の規模はおおむね上層のそれと同様である。

　やや幅の広い２条の溝は、トレンチの中央付近で検出されたもので、東側の溝の規模は幅 70cm、

深さ 20cm、西側の溝は幅 1.4 ｍ、深さ 30cm である。この２条の溝は互いに平行するが、素堀溝と

は方向がやや異なっている。２条の溝は同時期とみられるが、東側の溝が素堀溝を切っているから、

素堀溝とは形成時期が異なっており、これよりも新しいことがわかる。また、西側の溝で杭痕跡が

認められた。ただし、杭自体は残存状態が悪く取り上げが不可能であったり、また木質が完全に炭

化して痕跡のみになっている状態であった。

　遺物は、素堀溝の埋土中から、「て」の字状口縁の土師皿の口縁部片が出土した。このような出
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土遺物および層位からみれば、９層上面の遺構は 11 世紀後葉以降に形成されたと考えられる。

　次に11層上面の素堀溝は、トレンチの東端付近でのみ検出された。南北方向に平行するものほか、

東西方向の溝が１条あった。このほかトレンチの西端で検出長 3.3 ｍ、幅 70cm、深さ 12cm の溝が

検出された。これらの遺構からの遺物はなかった。

  ３．３トレンチ（Ａ東１区　図４・図 34）

  ３トレンチとして、Ａ東１区１トレンチと同２トレンチの中間部分に、長さ 8.6 ｍ、幅 6.4 ｍの

東西にやや長いトレンチを設定した。１トレンチで検出した流路１の上端延長の検出などを目的と

して設定したトレンチである。したがって、トレンチの掘削面積が最小限となるように設定したた

め、深堀による危険作業を避けて、11 層以下は掘削していない。11 層より上位の基本層序は２ト

レンチと同様である。

　遺構は、３層上面と９層上面で検出した。

　３層上面の遺構は図 34 平面図の上図に示した。流路１の上端付近で素堀溝およびそれよりやや

幅の広い溝を検出した。

　流路１の上端は、１トレンチで検出したそれの北延長線上に当たる。また、これはＡ西２区２ト

レンチで西岸を検出した流路１の東岸に相当する。ただし、図 34 にも示しているように、トレン

チの西端で辛うじてみられたものであって、流路の法面を広く検出できたものではない。しかし、

埋土が粗砂層であることや検出層位から流路１の東岸の上端の延長であると判断した。遺物は出土

しなかった。

　素堀溝は南北方向のものを１条検出した。幅 35cm、深さ 14cm である。この素堀溝の東西にそ

れぞれ１条ずつ、通有の素堀溝よりやや幅の広い溝が見られた。東側の溝の規模は幅 65cm、深さ

26cm、西側の溝の規模は幅 55cm、深さ 17cm である。

　９層上面の遺構は、図 34 平面図の下図に示した。素堀溝を２条検出した。素堀溝の規模は幅

25cm、深さ 12cm である。

４．４トレンチ（Ａ東２区、図４・図 35）

  ４トレンチとして、Ａ東２区北端付近に、長さ 43.5 ｍ、幅６ｍの東西方向に長いトレンチを設

定した。

　基本層序は、図 35 のトレンチ北壁土層断面図に示したように、現代耕作土である１層、近世以

降の洪水堆積層である２層、中近世の洪水堆積層である３層、古墳時代以降の洪水堆積層である９

層、弥生時代の遺構基盤層である 13 層、縄文時代晩期中葉の遺構基盤層である 14 層である。

　遺構は、２層をさらに細分した土層の上面、３層上面、９層上面、13 層上面で検出した。

　２層は近世耕作遺構を埋没させた洪水堆積層と認識できるが、この土層自体も幾層かに分層が可
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図32　Ａ東１区　２トレンチ　平面図（１）・北壁土層断面図　（Ｓ．＝1/200）
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図33　Ａ東１区　２トレンチ　平面図（２）　（Ｓ．＝1/200）

平面図（11層上面　古墳時代）平面図（９層上面　中世）

杭・杭痕

平面図(３層中 中近世）

０ ５ｍ 

Ｎ



－ 50 －

能である。そのような細分した土層の上

面で南北方向に延びる素堀溝を検出し

た。なお、このような層位で耕作遺構面

が残存していることは、この４トレンチ

以外では確認できなかった。素堀溝の規

模は幅 20 ～ 50cm、深さ 10 ～ 15cm 程で

ある。遺物は、中世の瓦器片などが混じ

るのみで近世のものは見られなかった

が、層位的にみて近世以降の耕作遺構面

であると考えられる。

　３層上面でもやはり南北方向の素堀溝

を検出した。溝の幅はなかに 70cm とや

や広いものがあるが、総じて 30 ～ 40cm

程で、深さは 10 ～ 15cm のものが多く、

深いもので 30cm 程である。出土遺物は

なかったが、層位的にみて近世以降に形

成された耕作遺構面であると考えられ

る。

　９層上面でも、南北方向の素堀溝を検

出した。幅 80cm のものがあるが、30cm

程のものが多い。深さは 10 ～ 20cm であ

る。出土遺物として、直径約 10cm、器

高１～ 1.5cm の小型土師皿片が数点ある

ことから、13 世紀以降の素堀溝である

と考えられる。

　13 層上面は、土層断面確認のための

深堀を先行したことがあり、必ずしも遺

構面上面をうまく検出でなかった。しか

し、トレンチの壁面に溝状遺構の断面を

認めたことから、この時点で残されてい

た平面での精査を行い、図 35 最下図に

示したように、遺構の存在を確認した。

　溝１の規模は検出長 2.6 ｍ、幅 1.4 ｍ、

図34　Ａ東１区　３トレンチ　平面図・北壁土層断面図　　　
（Ｓ．＝1/160）
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図35　Ａ東２区　４トレンチ　平面図・北壁土層断面図　（Ｓ．＝1/200）
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深さ 51cm である。溝２の規模は検出長 4.8 ｍ、幅 2.3 ｍ、深さ 56cm である。溝３の規模は検出長

4.6 ｍ、幅 1.1 ｍ、深さ 48cm である。

　これらの遺構の形成時期は、出土遺物はなかったが第２－２次調査でこの 13 層上面で弥生時代

中期の遺構が検出されたことから、当該期と考えられる。また、トレンチの南西部に地表面の起伏、

斜面が見られたが、これは第２－２次調査によって１号墓の周溝の一部であることが判明した。

第３節　Ｂ地区（第４-１次調査）

１．１トレンチ（Ｂ地区　図４・図 36・図 37）

　１トレンチは、当初、Ｂ地区の北端に長さ 19 ｍ、幅６ｍの東西に長いトレンチを設定したもの

である。しかし、後述するように 13 層上面で溝状の遺構を検出したため、この遺構の広がりを確

認する目的で、トレンチの南辺の一部に長さ 4.5 ｍ、幅３ｍの拡張区を設けた。

　基本層序は、現代耕作土である１層、中近世の洪水堆積層である３層、古墳時代以降の洪水堆積

層である９層、古墳時代以前の洪水堆積層である 11 層、弥生時代の遺構基盤層である 13 層、縄文

時代晩期中葉の遺構基盤層である 14 層である。

　遺構は、図 36 に示したように、13 層上面で溝を検出した。この遺構面では、後に実施した第４

－２次調査でこれ以外にも溝を検出した。そして、広い範囲で実施した第４－２次調査を受けて改

めてＢ地区の遺構名称を整理し、この遺構を溝４と呼称することにした。

　溝４は、検出長約 7.6 ｍ、幅 1.6 ｍ、深さ 30cm で、南西－北東方向に延びている。埋土は、第

４－２次調査の成果として示した図 135（176 頁）に見えるように、黒灰色の粗砂・細砂を主体と

している。

　またその北岸には護岸杭列を検出した。その立面図は図 37 に示した。護岸杭列は東西 6.3 ｍの

範囲に９本の丸杭が打ち込まれている状況を確認した。その間隔は必ずしも均等ではなかったが、

元々このような不均等な間隔で打ち込まれたのか、一部の杭が腐食した結果としてこのような状態

で残存したのか、定かではない。なお、これらの杭のうち、加工痕が比較的明瞭であった３個体を

実測し、図 177（222 頁）として示している。また特筆すべきこととして、検出した杭列の南西端

付近で、藁束が出土したことがある。藁束の長さは約 140cm で、直径５～６cm 程に纏めたものを

別の藁で縛って束としたものである。その出土状態が、横たわった状態で、打ち込まれた杭にほど

近く溝の北側法面にかかる位置であったことから、護岸施設の一部として使用された可能性も考え

られる。ただし、藁束は出土した際には比較的良好な形状を保っていたが、取り上げの際に崩れて

しまい、遺物として取り上げ保存することができなかった。

　溝４からの出土遺物は縄文土器の細片があったが、溝４は層位的にみても弥生時代以降の遺構で

あることが明らかであるから、これは流入した埋土に混入したものと考えられる。
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　１トレンチの下層については、トレンチの東半部で現地表からの深さ約２ｍまで掘り下げて確認

した。遺構は認められなかったが、上述したように縄文時代晩期中葉の遺構基盤層である 14 層の

存在などを確認した。遺物はそれに伴って縄文土器の細片が出土した。そのほとんどがＡ西２区と

同じ篠原式の深鉢や浅鉢の破片であった（図 187 － 29）。

図36　Ｂ地区　１トレンチ　平面図・北壁土層断面図　（Ｓ．＝1/160）

０ ５ｍ 

Ｎ 

Y
=
-
2
2
,
8
3
0

Y
=
-
2
2
,
8
2
0

X=-170,255

X=-170,265
Ａ

Ａ
’

平面図（13層上面　弥生時代）

81.0ｍ 81.0ｍ

Ｗ Ｅ

土層断面図（北壁）

１層．現耕作土層　３層．中近世洪水堆積層　９層．古墳時代以降の洪水堆積層　11層．古墳時代以前の洪水堆積層
13層．弥生時代遺構基盤層　14層．縄文時代晩期中葉遺構基盤層

溝４

１１
３３

９９
1111

1313
1414

1313
1414弥生時代遺構面

溝４溝４

※遺物番号は、図177に対応する
※アルファベット記号Ａ・Ａ’は
　図37に対応する

71
72

73 

図37　Ｂ地区　１トレンチ　溝４北岸護岸杭列（Ａ－Ａ’）立面図　(Ｓ．＝1/50）
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２．２トレンチ（Ｂ地区　図４・図 38）

　２トレンチとして、Ｂ地区北西部に長さ 28.5 ｍ、幅 5.3 ｍの南北に長いトレンチを設定した。

基本層序は、現代耕作土である１層、中近世の洪水堆積層である３層、中世の洪水堆積層である７・

８層、古墳時代以前の洪水堆積層である 11 層、弥生時代の遺構基盤層である 13 層、縄文時代晩期

中葉の遺構基盤層である 14 層である。

　遺構は、図 38 に示したように、８層上面で中世素堀溝を確認した。中世素堀溝は、トレンチ全

面で検出しており、東西方向のものと南北方向のものがある。素堀溝の幅は 20 ～ 40cm 程で、深さ

は東西方向の素堀溝が 10 ～ 20cm、南北方向の素堀溝が 10cm である。

　遺物は瓦器椀が出土しているが、直径１cm の礫を含む粗悪な胎土で、内面のみに暗文が認めら

れる。また、図 164 に実測図を掲げた小形土師皿（164 －１）や中形土師皿（164 －２）などのほか、

直径７cm に復原できる小形土師皿片なども出土している。これらの年代は 13 世紀後半以降のもの

である。また、側溝を掘削した際に下層の 14 層直上で、図 198 に示した打製石斧（198 － 30・31）

が出土した。

３．３トレンチ（Ｂ地区　図４・図 39）

　３トレンチとして、Ｂ地区北東部に長さ 30.5 ｍ、幅６ｍの南北に長いトレンチを設定した。基

本層序は、２トレンチと同様であるが、２トレンチで中世素堀溝が検出された８層はここではみら

ず、遺構面の広がりとしては後述する７層ないし 11 層上面のいずれかに繋がるものとみられる。

　遺構は、７層上面および 11 層上面で中世素堀溝を確認した。また、縄文時代晩期の遺構面にあ

たる 14 層上面で炭化物が分布することを確認した。

　中世素堀溝は上下２層あるが、上層にあたる７層上面は、調査時の不手際のために平面では検出

できていない。しかし図 39 右図の土層断面図に示したように、トレンチの東壁の 7 層上面に素堀

溝の断面が確認でき、これと同様の状況が、図示していないが、西壁にも見られる。この両壁断面

の対応関係から、上層素堀溝幅は 30 ～ 40cm 程、深さは 15cm 程であったことがわかる。壁面で観

察する限り、素堀溝は北と南の分布密度に大差はないことから、素堀溝が調査区全面に広がってい

たとみられる。

　２層の中世素堀溝検出面のうち下層に当たる 11 層上面では、トレンチの全体に素堀溝が広がっ

ている状況を面的に検出した。東西方向と南北方向のものがある。素堀溝の幅は東西方向のものは

30cm 程度のものと、50cm 程度のものが多く、広いもので 80cm になる。南北方向のものは、30cm

程である。深さは東西方向の素堀溝が 10 ～ 30cm、南北方向の素堀溝が５cm である。

　遺物は、直径約８cm、器高 1.3cm の小形土師皿片や、内面のみに暗文がみられる瓦器椀が出土し

た。こられの遺物の年代観から、遺構の形成時期は 13 世紀後半以降とみられる。

　次に、14 層上面で炭化物の分布を認めた。その範囲は図 39 左図に示したとおりで、トレンチの
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図38　Ｂ地区　２トレンチ　平面図（Ｓ．＝1/180）・土層断面柱状図（Ｓ．＝1/40）
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中央付近に直径 3.5 ｍ程がみられ、東側はトレンチの外側に広がっていく様子が窺えた。これに伴

う明確な遺構は検出できなかったが、 炭化物の周辺からはコンテナ（40 × 60 × 15cm）に四分の

一程の遺物を採集した。

　出土遺物の実測図は、図 193・194・196・197・198（259 ～ 264 頁）に掲げた。縄文時代晩期中

葉の篠原式の深鉢（193 －４、194 －５、194 －７）・浅鉢（196 － 16）、石鏃（197 － 27）・敲石（198

－ 34）などが出土した。

４．４トレンチ（Ｂ地区　図４・図 40）

　４トレンチとして、Ｂ地区中央東端で３トレンチの南側に、長さ 8.6 ｍ、幅５ｍの南北にやや長

いトレンチを設定した。基本層序は、３トレンチと同様であるが、中世の洪水堆積層である７層が

ここでは認められない。遺構は図40に示したように、11層上面で中世素堀溝を確認した。素堀溝は、

平行する 10 条ほどの溝をトレンチ全体で検出した。溝の延びる方向は東西方向で、規模は幅は広

いところで 60cm 程だが、おおむね 30cm 程、深さ 10 ～ 20cm 程である。遺物はなかった。

５．５トレンチ（Ｂ地区　図４・図 41）

　５トレンチとして、Ｂ地区中央西端で２トレンチの南側に、長さ 8.8 ｍ、幅６ｍの南北にやや長

いトレンチを設定した。基本層序は、４トレンチと同様であるが、11 層上面の中世素堀溝の遺構

面に対応する遺構面として５層上面を検出した。５層は褐色ないし灰色系統の砂礫または細砂で、

中世耕作遺構面を埋没させた洪水堆積層でもある。

　５層上面で検出した中世素堀溝の状況は、図 41 右図に示した。素堀溝は、トレンチ全面で検出

した。東西方向のものと南北方向のものがあり、切り合い関係により東西方向の溝が新しいことが

わかる。その規模は、東西方向の素堀溝が幅 40 ～ 50cm、深さ 10 ～ 20cm、南北方向の素堀溝が幅

30cm、深さ５cm である。遺物は、そのほとんどが細片であるため詳細な時期は不明であるが、土

師器や瓦器の破片が出土した。

６．６トレンチ（Ｂ地区　図４・図 42・図 43）

　６トレンチとして、Ｂ地区中央東側で４トレンチの南側に、長さ 18.4 ｍ、幅６ｍの南北に長い

トレンチを設定した。基本層序は、図 42 右図に示したように、現代耕作土である１層、中近世の

洪水堆積層である３層、中世耕作遺構を埋没させた洪水堆積層である４層、中世の耕作基盤層であ

る５層、古墳時代以前の洪水堆積層である 11 層、弥生時代の遺構基盤層である 13 層、縄文時代晩

期中葉の遺構基盤層である 14 層である。

　遺構は５層上面で中世素堀溝を検出したが、そのほか、14 層直上で自然木の樹根（別表４－２

－ 332）を検出した。５層上面の中世素堀溝は、図 42 に示したように、トレンチ全体で検出した。
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図40　Ｂ地区　４トレンチ　平面図・東壁土層断面図　（Ｓ．＝1/160）
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基本的には東西方向に延びているが、トレンチの南端付近に南北方向の溝も１条見えている。素堀

溝の規模は、東西方向のものが幅 35 ～ 50cm、深さ 10 ～ 20cm で、南北方向のものが幅 30 ～ 45cm、

深さ10～20cmである。遺物は、摩滅した土師器皿の細片が数点出土したのみである。14層上面では、

図 43 に示したように、残存状態が比較的良好な樹根（別表４－２－ 332）を検出した。なお、14

層上面は縄文時代晩期の遺構面に対応するが、このトレンチではそのことに関連する土器等の遺物

は出土しなかった。

７．７トレンチ（Ｂ地区　図 44）

　７トレンチとして、Ｂ地区中央西側で長さ 13.4 ｍ、幅 5.8 ｍの南北に長いトレンチを設定した。

この地点は、調査対象地においては、６トレンチの西方に対向する位置にあたり、５トレンチの南

図42　Ｂ地区　６トレンチ　平面図（１）・東壁土層断面図　（Ｓ．＝1/160）
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に位置する。基本層序は、６トレンチと同様である。

　遺構は、図 44 に示したように、５層上面で中世素堀溝を検出した。素堀溝は、トレンチ全体

に広がっており、東西方向に多数の溝が平行して延びている状況を確認した。その規模は、幅は

30cm 前後のものが多く、なかには 60cm になるものもある。深さは 10 ～ 20cm 程である。

　素堀溝から出土した遺物はほとんどが破片で、直径約８cm に復元できる小形土師皿や瓦器の破

片などがあった。

 

８．８トレンチ（Ｂ地区　図４・図 45）

　８トレンチとして、Ｂ地区中央東側で６トレンチの南側に長辺 7.4 ｍ、短辺６ｍの正方形に近い

トレンチを設定した。基本層序は、６トレンチと同じである。

図43　Ｂ地区　６トレンチ　平面図（２）

樹根　検出状況平面図（14層上面　縄文時代）
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　遺構は 11 層上面で中世素堀溝を検出したほか、14 層上面で自然木の樹根（別表４－２－ 333）

を検出した。中世素堀溝は、図 45 に示したように、調査トレンチ全面で検出しており、東西方向

のものと南北方向のものがある。素堀溝の規模は、東西方向のものが幅 20cm、深さ 10cm で、南北

方向のものが幅 30cm、深さ 20 ～ 25cm である。遺物は出土しなかった。14 層上面は縄文時代晩期

の遺構面に対応するが、ここでは土器等の遺物は出土しなかった。

９．９トレンチ（Ｂ地区　図４・図 46）　

　９トレンチとして、Ｂ地区中央西側で７トレンチの南側に長辺 7.4 ｍ、短辺６ｍの正方形に近い

トレンチを設定した。この地点は、調査対象地においては、８トレンチの西方に対向する位置に当

たる。基本層序は７トレンチと同様である。

　遺構は、図 46 右図に示したように、５層上面で中世素堀溝を確認した。

　中世素堀溝は、トレンチの北端付近で東西方向のものを一条検出したのみである。素堀溝の規模

は幅 20cm、深さ５cm である。遺物は出土しなかった。

図44　Ｂ地区　７トレンチ　平面図・西壁土層断面図　（Ｓ．＝1/160）
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図45　Ｂ地区　８トレンチ　平面図・東壁土層断面図

平面図（14層上面　縄文時代）

平面図（11層上面　中世）
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10．10 トレンチ（Ｂ地区　図４・図 47）

　10トレンチとして、Ｂ地区の南半部で９トレンチから南に約30ｍ程の地点に、当初、長さ32.5ｍ、

5.5 ｍの東西に長いトレンチを設定した。まずこの範囲で掘削を行ったところ、トレンチの東端付

近に自然流路と思しき砂層等の堆積が認められた。そこでこの状況を確認するために、当該地の土

地区画に合わせる形で、トレンチの東端部を南方向に拡張した。拡張区の規模は長さ 12 ｍ、幅８

ｍ程としたから、10 トレンチの合計面積は 275 ㎡になった。

　10 トレンチの基本層序は、９トレンチと同様である。遺構は、図 47 に示したように、５層上面

で中世素堀溝、11 層上面で自然流路を確認した。

　５層上面ではトレンチの西端付近のみで幅 50cm、深さ５～ 15cm 程の東西方向に延びる素堀溝を

検出した。本来は周辺部一帯にこの５層上に広がる耕作遺構があったと考えられるが、５層のほと

んどが後世の削平を受けているため、遺構の検出ができなかったものとみられる。

　11 層上面の自然流路はその西岸のみを検出した。したがって、正確な幅や深さは不明であるが、

幅は 20 ｍ以上、深さは１ｍ以上の規模がある。埋土は、上層には褐色系統のシルトや粘性土が堆

積していたが、その下層には灰色系統の砂がみられた。

　この流路の流れる方向は、今次調査地周辺の地形から考えると、南西から北東方向であったとみ

られる。10 トレンチの北方向に位置するＢ地区の他のトレンチで、この流路の埋土が検出されな

かったことは、このことと符合しているのであって、流路は北東方向に延びているのであろう。ま

た、図４によって周辺の現状地形を見ると、10 トレンチの東には県道大和高田・御所線が南西

－北東方向に延びており、その道路に沿って本馬川から分かれた支流が北東方向に流れていること

図46　Ｂ地区　９トレンチ　平面図・西壁土層断面図　（Ｓ．＝1/160）
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がわかる。このような道路や河道のあり方から、10 トレンチで検出したこの流路は現状に見える

小河川の旧河道であったと考えられよう。

　流路の遺物は、その多くがローリングを受けており、上層の粘性土からは、石包丁の破片（164

－５）や 8 世紀中頃の土師器皿（164 －３）などが混在して出土した。また、この流路中の遺物と

して特筆すべきものに、下層の乳白色砂層から出土した緑色凝灰岩製の石釧の破片（164 －８）が

ある。これは、通有は古墳出土品であるから、この地点より上流域、すなわち南西方向に前期古

墳が存在した可能性が考えられる。

11．11 トレンチ（Ｂ地区　図４・図 48）

　11 トレンチとして、10 トレンチの南西約 50 ｍの地点に長さ 33.5 ｍ、幅７ｍの南北に長いトレ

ンチを設定した。この地点は、Ｂ地区の南端付近に当たる。

　基本層序は、現代盛土、現代耕作土である１層、中近世の洪水堆積層である３層、縄文時代晩期

中葉の遺構基盤層である 14 層である。今次調査地の多くの部分の現状は農地であったが、11 トレ

ンチの南半は厚いところでは１ｍ以上の盛土を行って、農地とは異なる土地利用をしていることが

特徴的である。近隣住民からの聞き取りによれば、この盛土を行っている部分は昭和時代までは溜

め池があって、当該地はそれを埋め立てたものであるとのことであった。

　実際に発掘してみると、図 48 に示したように、トレンチの南半で、池埋土と池に伴う堤を検出

した。池の埋土から近代の瓦・磁器などが出土したから、埋められたのが比較的最近であることが

出土遺物の面からもわかる。また、溜め池の形成時期については、堤の一部が中近世の洪水堆積層

である３層を切って形成されていることから、近世のいずれかの段階で築かれたと考えられる。

　また、３層の下層に堆積している灰色砂層は、10 トレンチ東半で検出した流路埋土と同一である。

10 トレンチで検出した流路は、南西－北東方向に流れていた旧河道であるとみられることは前述

した。11 トレンチは、10 トレンチの南西方向に当たっている。

　遺物は、上記の池埋土中から出土したもの以外にはなかった。

 第４節　小結

　前節までに述べた第２－１次調査、第４－１次調査として実施したトレンチ調査によって、当該

地において、縄文時代から近現代に至る遺構面が重層的に存在していることが明らかになった。

　このうち、近世以降に形成された遺構は、Ａ西２区の東端からＡ東区にかけて、流路や耕作に関

わる素堀溝が検出された。また、Ｂ地区南端の 11 トレンチでは埋没した溜め池を確認した。

　中世の素堀溝は、５層・９層・７層・８層・11 層の上面で検出でき、今次調査地全体に広がる

ことがわかった。当該地は幾たびも洪水にみまわれたと考えられるが、耕作遺構として形成された

素堀溝は、埋没してはその上層に改めて造られるという状況であったことが明らかになった。
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　古墳時代から奈良時代の遺構は、Ａ西１区５トレンチ、同６トレンチ、Ａ西２区３トレンチで溝

などを検出した。検出面は、同一面として繋がる９層と 11 層の上面にあたり、この面では中世の

素堀溝も検出された。

　弥生時代の遺構基盤層となる 13 層は、今次調査地全体に広がることが確認できたが、実際に遺

構や遺物を伴う地点は限定的である。Ａ西２区３トレンチ、Ａ東２区４トレンチ、Ｂ地区１トレン

チで溝などを検出した。特にＢ地区の溝では護岸杭列を伴っていることを確認した。

　縄文時代の遺構基盤層となる 14 層も、基本的には今次調査地全体に広がることが確認できた。

しかしながら、やはり実際に遺構や遺物が存在する地点は限定的で、一定の範囲に限られるという

状況であった。Ａ西２区３トレンチ、Ｂ地区１トレンチ、同２トレンチ、同３トレンチで、縄文時

代晩期中葉にあたる篠原式期の土器、石器、土偶などが出土し、これらの周囲は炭化物の小片が分

布することも確認した。

　以上のトレンチ調査の結果を受けて、第２－２次調査、第４－２次調査として実施するべき調査

区の設定範囲を決めた。その際に、近世以降の流路によって攪乱されている地点は対象としないこ

と、中世以降の素堀溝のみが検出される地点は面的に拡張しないことを基本的な方針とした。これ

らの遺構については、検出層位や遺構の規模など、トレンチ調査においてできる限り詳細な記録を

とることで対応した。その内容は前節までに詳述したとおりである。この方針に則って、主として

古墳時代から奈良時代の遺構が検出された 11 層上面の一部とそれに繋がる９層上面を第１遺構面、

主に弥生時代の遺構が検出された 13 層上面を第２遺構面、主に縄文時代の遺構が検出された 14 層

上面を第３遺構面として、第２－２次調査・第４－２次調査に臨んだ。　

　結果的に、第１遺構面の調査対象地としてＡ西１区およびＡ西２区を設定した。Ａ西区は、３ト

レンチの成果からその下層で縄文時代の遺物が検出されていたので、第１遺構面の面的な調査を終

了した後に、適宜トレンチを設けたうえで、下層における調査範囲を決めていくこととした。また、

第２遺構面の調査対象地としてＡ東２区、Ｂ地区を設定した。この時、Ｂ地区の範囲は、第４－１

次調査におけるトレンチ調査では弥生時代の遺構がＢ地区の南半部にまでは広がらないとみられた

ので、その下層における縄文時代の遺構が存在する徴候がみられた、２トレンチと３トレンチの南

端付近までとした（Ｂ北区）。しかし、この部分について実際に範囲を拡張して発掘調査を行った

ところ、弥生時代の溝が当初設定した調査区の南端よりさらに南にのびることがわかったので、第

２遺構面についてＢ南区を設定してこれも第４－２次調査の対象とした。

　また、Ａ西３区は、Ａ西２区に南接する地点で橋台の建設箇所に当たる。現に県道として利用さ

れている地点であるから、第２－１次調査時またはその終了直後に調査を実施することができな

かった。このため調査時期を違えて別途調査区を設けることになったが、これを第２－２次調査の

調査区の一つとすることで整理した。
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第５章　第２-２次・第４-２次調査の成果

第１節　Ａ西１区・２区（第２-２次調査）

　Ａ西１区・２区の位置は図 49 に示した。また、重層的に検出した各時期の遺構の配置の全体図

を図 50 として掲げた。図 50 で第１遺構面・第２遺構面・第３遺構面とした各遺構検出面は、「第

３章基本層序」で詳述した９層および 11 層上面・13 層上面・14 層上面にそれぞれ対応する。

１．第１遺構面（９層および 11 層上面）の遺構と遺物出土状況

①井戸１（図 52・図 53）

　井戸１は、Ａ西２区の東半部の中央付近で検出した。

00 100m100m

Ｎ

Ａ東２区

Ａ西２区

Ａ西１区

Ｂ北区

Ａ西３区

Ｂ南区

図 49　第２-２次・第４-２次調査　調査区の位置と名称　(Ｓ.＝1/2,000)
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流路１

流路２

下層 tr１下層 tr１

１．近世以降（３層上面）
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図 50　Ａ地区　各時期の遺構配置（Ｓ．＝1/2,500）
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　堀方の平面形は隅丸方形で、南北長 2.08 ｍ、東西長 1.96 ｍである。深さは井戸の上面から 3.08

ｍまでを掘削し検出したが、湧水著しく危険作業となったため、底面までの掘削を断念した。図

53 の断面図に示したように、堀方の南辺はほぼ垂直に掘り下げられ、北辺はそれよりも緩やかな

傾斜をもって掘削されている。井戸枠は、この垂直近くに掘削された南隅に寄せて設置されていた。

このことは、井戸の掘削造成にかかる作業スペースを堀方の北側寄りに確保したものと考えること

ができよう。

　井戸枠は、長さ 90cm ～ 100cm 程の縦板 25 枚程で構成した結桶状の木製品（別表４－２－ 303）を、

積みあげることで造られている。少なくとも４段以上が積みあげられていたことを確認したが、上

記の事情で井戸枠の下端部は検出していない。

　遺物は、堀方埋土中から近世磁器（くらわんか茶碗）や近世瓦の破片が出土した。
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図51　Ａ西１区　第１遺構面（９層・11層上面）の遺構　平面図　（Ｓ．＝1/500）
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９．濃灰色砂礫（図８－３層に対応）
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②流路２（図 52・図 54）

　流路２は、Ａ西２区の東端付近で検出した自然流路である。そのＡ西区の範囲内では西岸のみが

検出された。東岸はＡ東１区のトレンチにおいても該当する落ち込みなどが見られなかったので、

流路２の東端は、図 50 －２で想定したように、本来は現状での県道の位置に当たるとみられる。

　また、図 54 に示したように、西岸上端より東側には流路１の西岸に当たる上端が見えている。

各流路の形成面は、図 54 上図の土層断面図に示したように、流路１が層位的に上層に当たり、流

路２が下層に当たる。流路１は流路２の埋土に対して形成された流路である。

　一方、流路１の西岸上端より西側には、流路２の埋土上面から繋がる９層・11 層上面に、後述

する素堀溝群が広がっている。素堀溝の形成時期が 14 世紀頃とみられるので、流路２は、そのこ

ろまでには埋没していたことになる。なお、流路２は、比較的新しい時期に形成された自然流路で

あるという認識から、調査範囲内においてもすべての埋土を除去することは行わなかった。このこ

ともあり、流路２の形成時期を直接的に示す遺物は検出されていない。

③素堀溝（図 51・図 52）

　素堀溝は、Ａ西１区・２区全体において検出した。ただし、その分布密度は、南が高く北が低い

傾向にある。

　また、素堀溝の方向については、南北方向の溝、東西方向の溝ともに確認できるが、Ａ西１区で

は東西方向の素堀溝は極めて少ない。切り合い関係は、おおむね東西方向の溝が古く南北方向の溝

が新しいようにみえるが、必ずしもそうはなっていない箇所も散見できる。

　これらの素堀溝は、同時に平行して掘られた複数の溝群が存在したものと考えられる。それらの

溝が、何らかの事情で埋没しては掘削されることを繰り返しており、また形成面そのものも幾分か

は削平を受けていることがあって、同時に存在した素堀溝の群を抽出することや俄にその先後関係

を特定することは容易ではない。

　遺物は、小形土師皿・瓦器椀・瓦器皿・土釜片などがあった。その時期は 13 世紀後半から 14 世

紀頃のものに集中している。これらのことから、この素堀溝が形成されたのは 14 世紀頃であると

考えられる。

④溝１（図 51・図 52・図 55）

　調査区の北半部で、Ａ西１区からＡ西２区西半にかけて溝１を検出した。Ａ西１区西半で東西方

向にのびる溝と南西－北東方向にのびる溝の２条の細い溝が見えるが、それが同区北半中央付近で

合流して１条の溝になって東方向にのびている。溝の幅は地点によって異なっているが、おおむね

１ｍ程度で、深さ 15cm 程度である。

　埋土の堆積状況は、図 55 に示したように、粗砂や細砂、シルトを中心にしている。

　出土遺物は、図 74 －１～ 12 に示したように、古墳時代から奈良時代までの土器などがある。時

期幅の広い雑多な遺物を含んでいるが、これは溝という遺構の性格の故であろう。これらのうち、
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須恵器杯（74 － 11）などをみれば、溝１の埋没時期はおおむね奈良時代とみられよう。

⑤溝２（図 51・図 52・図 56）

　調査区の北半部で、溝１の南側において東西方向にのびる溝２を検出した。検出幅は総じて西半

すなわちＡ西１区で検出した箇所が広く、東側では狭くなっている。図 56 に示したｂ－ｂ′断面

では幅 3.12 ｍ、ｃ－ｃ′断面では 3.6 ｍになっている。深さについても、西半では 40cm 程度ある

図55　Ａ西１区　溝１ 土層断面図　（Ｓ．＝1/40）
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６．黒灰色粗砂混じりシルト（図８－９層に対応）
７．明緑灰色粘土（図８－12層に対応）
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図56　Ａ西１区　溝２　土層断面図　（Ｓ．＝1/40）
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が、東半ではそれよりも浅くなっている。埋土は、粗砂や細砂、シルトを中心にしている。

　遺物は、第２－１次調査で、古墳時代の前半期とみられる土師器高杯の脚部が出土したほか、図

74 － 13 ～図 75 － 22 に示した土器などが出土した。これらの遺物を見ると、古墳時代の遺物が比

率的にも多いが、それらはいずれも破片化したものである。完形で出土した土師器杯（74 － 13）

のほか破片資料である同器種の（74 － 14）・（74 － 15）は、古い要素を持ちながらも奈良時代頃ま

では下り得るものであろう。したがって、溝２の形成時期および埋没時期は、やや確定的な資料を

欠くが、埋土の状態が溝１などとも共通することや、Ａ西１区西端部における溝１と溝２の切り合

い関係から、ここでは奈良時代とした。

⑥溝３（図 51・図 52・図 57・図 58）

  溝３は、Ａ西１区南端付近では東西方向に延びているが、Ａ西２区南西端付近で流路方向を変え

て、南西－北東方向になっている。

　溝の断面形態および埋土の状況は図 57 に示した。溝の幅や深さは、地点によって異なるが、ｄ

－ｄ′断面で幅 2.4 ｍ、深さ 40 ㎝、ｅ－ｅ′断面で幅 2.7 ｍ、深さ 60 ㎝、ｆ－ｆ′断面で幅 2.1 ｍ、

深さ 20 ㎝、ｇ－ｇ′断面で幅 3.8 ｍ、深さ 50 ㎝である。埋土は、細砂、シルトを中心としており、

粗砂が少ない点で上記の溝１や溝２とは異なっている。つまり、溝３における水流は、溝１や溝２

に比較すると緩やかであったと考えられるが、このことは次に述べる堰と関係するとみられる。

　堰は、Ａ西２区の南西隅付近で上記した流路方向の変換点のやや北東に設けられていた。溝に直

交する形で、丸太杭を打ち並べ、これによって横木を固定したものであったと考えられる。杭は、

図 58 上図に見えるように、17 本が残存した。しかし、同下図の平面図に示したように、残存した

杭とは別に、９本分の黒灰色粘土化した杭の痕跡を検出した。したがって、ここでは約 2.6 ｍの溝

幅を横断して、長さ 3.3 ｍ程にわたって少なくとも 26 本の杭を、20 ～ 40cm 程度の間隔をあけつ

つ列状に打ち込んでいたと復原することができる。

　杭の形状は、丸杭で外側に樹皮を残したものも多い。径は細いものでは１cm程のものがあったが、

おおむね４～６cm 程の材が使われている。長さは、短いもので 15cm、長いもので 125cm が検出され、

その残存状況は杭によって異なっている。これは、元々各杭がどの位の深さまで打ち込まれていた

かによるものである。17 本の杭のうち７本を実測して図 76 に掲げた。

　横木は、長さ 15 ～ 105cm 程度で、直径３cm 程度の丸太材が使われている。横木は基本的に加工

等がなされないもので、切り出した丸太をそのまま使用したものと思われる。残存した横木は７～

９本程度であるが、元はさらに多くの木材が使われ、また、水流を堰き止めるためにはその隙間を

埋めるために植物の葉なども使用されていたと考えられる。

　溝３から出土した遺物は、図 75 として掲げた。弥生土器壺（75 － 23）、古墳時代の須恵器杯身

（75 － 30）・杯蓋（75 － 28）、奈良時代の須恵器杯身（75 － 29）・土師器椀（75 － 25 ～ 27）があり、

遺物の時期は混在した状況である。いずれも破片資料であるが、これらの遺物からみれば、この溝
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図57　Ａ西１・２区　溝３・４　土層断面図　（Ｓ．＝1/40）

※アルファベット記号は図51・図52に対応する
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図58　Ａ西２区　溝３－堰１　立面・断面・平面図　（Ｓ．＝1/40）
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３が形成された時期は奈良時代と考えられよう。

⑦溝４（図 51・図 52・図 57）

　溝４は、Ａ西１区の南端部で東西方向にのびた後、Ａ西２区南西隅付近で、方向を変えて南西－

北東方向に延びている。このあり方は、上記の溝３と同様で、おおむね溝３に平行するものである

が、調査区の境界付近で溝３に切られている。したがって、溝４はＡ西１区では溝３の南側に位置

するのであるが、Ａ西２区では溝３の北側に位置している。検出幅はおおむね１ｍ程度で、深さは

15 ～ 20cm と浅い。Ａ西２区では約 33 ｍ程の長さを検出したが、南西方向および北東方向とも途

切れていて、検出できなかった。元々、幅の狭い浅い溝であったと思われる。

　出土遺物はなかったが、検出層位や溝３と平行するあり方からみて、溝３より大きく遡るもので

はないだろう。

⑧土坑１（図 51・図 59）

　土坑１は、Ａ西１区北東隅で検出した。調査区端に位置するため一部については調査が及ばず、

全体の形状等は不明であるが、検出部からみれば平面形は不整形な方形を呈するようである。検出

長は東西 1.6 ｍ以上、南北 1.4 ｍ以上で、深さは 44cm である。

　この土坑１の周囲に打ち込まれた杭を検出した。残存した杭は 14 本であったが、図 59 の平面図

に示したように、粘土化した７本分の杭痕跡を検出した。すなわち、土坑１の周囲には少なくと

も 21 本以上の杭が打ち込まれていたことになる。杭は、直径４cm 程の丸杭で、残存長は 20cm ～

30cm 程である。なお、検出した 14 本の杭のうち５本を実測して図 75 に掲げてある。

　ところで、この杭は土坑１に伴うものであろうか。土坑の内側で検出した７本の杭は、土坑の埋

土の範囲内で止まっているのではなく土坑の法面に突き刺さっている。この場合には、杭は土坑が

埋没した後に埋土上から打ち込まれて遺構基盤層を貫いた可能性が考えられる一方、土坑が埋没す

る前に打ち込まれたが杭自体が腐朽するよりも前に土坑が埋没した可能性も考えられる。また、土

坑の外側については、検出した範囲で見る限りは、西側に少し離れた３本を除くと、土坑の周囲を

取り囲む杭列をなしているようも見える。その場合には、杭列は土坑と相互に関連する施設であっ

たと考えられよう。

　しかし、図 59 に示した立面図によれば、土坑の内外に打ち込まれた杭の先端の深さがほぼ均一

になっていることがわかる。これは、杭が打ち込まれた時に土坑の内と外で地盤の高さがおおむね

一定であったことを示しているのではないか。つまり、このことからは杭が打ち込まれた時には、

土坑は埋没していた可能性を示しており、杭列と土坑は形成された時期が異なっており無関係であ

ることになる。そのいずれが実態であるのか、土坑の北側・東側の状況がわからないこともあって、

このことを考えることは難しい。まして、土坑に杭が伴うものであったとすれば、この土坑の性格

はやや特殊なものと思われるが、そのことも不明と言わざるを得ない。

　土坑の埋土から、布留２式までの土師器高杯や壺などの破片が出土した。土坑１の形成時期はこ
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図59　Ａ西１区　土坑１　立面・断面・平面図　（Ｓ．＝1/40）
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のような出土遺物から当該期であると考えられる。

２．第２遺構面（13 層上面）の遺構と遺物出土状況

　Ａ西１区・２区では第２遺構面で遺構が検出された地点は、第２－１次調査１トレンチ内のみで

あった。その状況は「第４章第１節第１項　１トレンチ」で詳述した。

３．第３遺構面（14 層上面）の遺構と遺物出土状況

　第２－１次調査Ａ西２区３トレンチにおいて確認した縄文時代の遺構面が広がる範囲を確認する

ために、Ａ西１区に下層トレンチ１を、Ａ西２区に下層トレンチ２・３を設定した。トレンチ及び

検出した遺構の配置は図60に示した。以下、トレンチごとに遺構および遺物の出土状況を述べるが、

第３遺構面で検出した遺物は、少数の例外的な存在を除いては、おおむね縄文時代晩期中葉の篠原

式期に限定される。以下、特に断らない限りは遺構の形成時期などは当該期として述べる。

①下層トレンチ１（Ａ西１区）の遺物出土状況（図 60・図 61）

　下層トレンチ１においては、後述する流路３によって削平を受けており、縄文時代の遺構面その

ものが残存していた部分は少なかった。遺構面は流路３によって形成された氾濫原の上面にあった

とみられるが、流路３自体が埋没や水流を繰り返したとみられ、調査区の東半や南半は流路による

削平を受けていた。わずかに縄文時代晩期の遺構基盤層である 14 層が残っていたのは北西部分で、

ここで土坑１基を検出した。

　この調査区北西部分における 14 層上面で、土器片・石器片等の遺物が分布している状況を検出

した。14 層上面で検出される遺物は基本的に原位置を保ったものであると考えられることは、「第

３章　基本層序」で詳述した。この地点で検出された遺物についても同様に考えてよい。ただし、

これらの遺物の出土地点については、層位的な出土位置は明確であるが、一部は１ｍ四方に区切っ

た区画ごとに取り上げたられたものの、ほとんどが平面的な位置を記録できていない。出土点数は、

破片数で数えると土器片は約 1,160 点、石器片は約 130 点があった。

　このような土器片は、完形近くに復元できるものはないばかりか、破片同士が接合できる場合も

ほとんどなかった。このうち、一定程度残存していて図化可能であった遺物の実測図を図 79 ～ 83

に掲げた。

②流路３（図 60・図 61・図 62・図 63）

　流路３は、Ａ西１区で検出した、南西から北東方向に流れる自然流路である。

　第２－２次調査に着手した段階においては、観音寺本馬遺跡の下層（縄文時代）の遺構面は、第

２－１次調査の成果によってそれが存在することはわかっていたものの、層位的なことを含めてな

お不分明なことが多かった。このような状態であったのでＡ西区の下層確認に当たっては、平面の

確認とトレンチによる断面の確認を併用しつつ、適宜掘り下げていく方法を採った。
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　Ａ西１区の下層確認トレンチは、そのような方法によって最終的に図 61 に示したような形状と

しこれを掘削した。しかし、この地点の縄文時代の遺構面付近の土層は、粗砂・細砂・シルト等で

構成されており、いずれも安定的な遺構面を形成するとは思われなかったため、土層確認トレンチ

による深堀がやや先行してしまった。残された平面・断面から判断して、流路３は、図 61 の平面

図に示したように、幅６～９ｍ程、深さ２ｍ以上の流路で、調査区内おいて西から北方向に流路の

方向を変えているものと判断できる。

　ただし流路３は、図 62・図 63 の土層断面図に示したように、流路の埋土は灰色系統の砂礫が主

体となっているが、流路３の外側の堆積層も粗砂・細砂・粘土の互層の様相を呈している。その堆
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積層をさらに観察すると、砂礫主体のラミナも認められる。また粘土の堆積層には有機物や埋没樹

が多く含まれており、洪水によって運ばれてきた樹木などが集積したであろう様子が窺える。この

ような流路の外側の堆積層のあり方は、流路３が何度も洪水やそれによる流土堆積を繰り返して、

後背湿地や自然堤防を形成したことを示している。つまり、図 61 に示した平面図は、流路３が最

終的に埋没する段階の流路の形状である。

　縄文時代の観音寺本馬遺跡の周辺は、流路３のような流路がおそらく網状流路のように形成され

ており、流土堆積層を形成しながら分岐や合流を繰り返していたものと考えられる。縄文時代には、

その結果として堆積した土層の上面が土壌化することがあり、同期の遺構基盤面すなわち生活面と

なるような土地を形成したのであろう。

　流路３の形成時期については、上記のように幾たびも氾濫や埋没を繰り返したと想定できること

から確定的ではない。最終的な埋没時期は上層の遺構との切り合い関係からすると奈良時代を下限

としていると言え、上限は定かではないが、層位的にみれば縄文時代晩期にその存続期間の一点が

あるとみられよう。

③土坑２（図 60・図 61・図 64）

　流路３の西岸部で検出した。土坑の平面形は、東西 3.02 ｍ、南北 3.76 ｍの不整な四角形を呈し、

深さは深いところで 24cm である。

　埋土は、図 64 に示したように３層に分層できるが、いずれも灰色から黒色の粘土で炭化物を多

く含んでいた。特に下層に当たる３層は炭化物が顕著であった。ただしこれらのあり方の違いは埋

没後の土壌の変化によるものとみられ、これが埋没の時期差を示しているのではない。

　この埋土に混じて、多量の土器片や石器のほか、少ないながら木片や堅果類が出土した。出土遺

物の数量は、破片数にして土器片は約 250 点、石器片は約 50 点あった。土器片の数の割に石器片

が多い傾向がある。その出土状況は図 64 に示した。また出土遺物のうち図化可能であったものを

図77・78 に示した。

 土器片は土坑内出土のもので接合復元に務めたが、いずれも完形もしくはそれに近い状態には復

元できなかった。しかし、このうち（77 －２）については比較的大きな深鉢に復元できた。その

出土状況を図 64 の平面図で確認すると、土坑内で破片化して比較的広い範囲に散らばっているこ

とがわかる。破片の接合状況をみると（78 －４）や（78 －５）も同様の状況といえよう。なお、（77

－２）は遺物出土状況図（図 64）には示し得なかったが、土坑２の西外側 10 ｍ付近の 14 層上面

出土遺物とも接合した。このことは 14 層上面に土器片が散布した時期と土坑２の埋没した時期に

差がないことを示唆している。

　このような土器片のあり方や、木片・堅果類などが出土したことを併せ考えると、土坑２は廃棄

物を集めた土坑であった可能性が考えられる。

④下層トレンチ２（Ａ西２区）の遺物出土状況（図 60・図 65・図 66・図 67・図 68・図 69・図 70）
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　下層トレンチ２は、第２－１次調査においてＡ西２区に設定した３トレンチの北端部付近にあっ

て、下層部分について拡張掘削したものである。３トレンチに関しては、「第４章第１節第２項　

３トレンチ」で前述したが、同トレンチの北端付近において 14 層直上で炭化物が分布することを

確認でき、その炭化物を除去すると、10 ㎡程の範囲に土器片、土偶片、石器のほか堅果類など約

350 点の遺物が検出された。

　したがって、この第２－１次調査を受けて第２－２次調査を開始した時点では、14 層の上面に

縄文時代の遺物が存在することはわかっていたが、その遺構面の具体的な様相や広がり方について

は、詳細が全く不明であった。このため、第２－２次調査はまさに手探りの状態で調査を進めて行

かざるを得ない状況があり、結果としてサブトレンチによって遺構面を損傷することになった場合

０ ２ｍ

Ｎ

図64　Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　平面・断面図　（Ｓ．＝1/40）

※遺物番号は図77・78に対応する
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もある。

　図 65 に示したように、３トレンチの北端から東西方向と北方向にサブトレンチを設定、掘削し

つつ 14 層の上面を特定してその面を広げるようにした。このサブトレンチを境にして１区・２区・

３区を設定して、それぞれで 14 層の上面を検出した。面的な掘削を行っていくと、まず、第２－

１次調査３トレンチにおいて検出した炭化物片の分布の延長が検出できた。

　炭化物の広がりは、１区で２箇所、２区で３箇所、３区で３箇所の合計８箇所である。広がりの

範囲や形状は、先に記したサブトレンチによる損傷や調査区の設定範囲の関係で必ずしもすべてを

検出できていないが、２区中央では長径が８ｍ程、短径が６ｍ程の不整形な楕円形になることを確

認した。

　この炭化物とその周辺の土をさらに慎重に除去していくと、図 67・図 68 として詳細図を提示し

たように、土器片・石器片が分布する状況が見られた。

　なお、同図に示した遺物は 14 層上面で出土したものの全てではない。遺物は検出するごとにそ

の場に残して記録作成を行うことを原則としたのであるが、14 層上面を検出するに際しては、現

地調査の時点では、遺構面の認定と特定も含め上記のように試行錯誤を繰り返している段階であっ

たので、地下水の制御について不十分なまま作業を進めざるを得ない状況であった。このため、元々

粘土質である 14 層が泥化していたことも少なくなく、細片化した遺物を検出地点に止め置くこと

が極めて困難であったのである。そこで、そのような出土遺物の、少なくともおおよその出土地点

を押さえるために、調査区を１ｍ四方に区切ってその区画ごとに遺物を取り上げる方法も併用した。

もちろんその場合でも遺物が出土するレベルを明確に意識しつつ、上位に堆積した土壌を少しずつ
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図65　Ａ西２区　下層トレンチ２　炭化物分布状況　（Ｓ．＝1/400）

１区

２区

３区

：炭化物分布範囲
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除去する作業を繰り返したので、最終的にそれらの遺物が 14 層の上面から出土したと追認するこ

とができたのである。

　さて、出土した炭化物片の分布範囲と土器等の遺物片の分布範囲は厳密に重なるのではないが、

そこには一定の相関関係があって、特に１区の南東隅部ではこの状況が顕著であった。このような

炭化物片と遺物片の関係や、遺物片が基本的に原位置を保った状態であると考えられることなどは、

「第３章　基本層序」で詳述しているので参照されたい。

　検出した遺物の分布範囲と数量等は次のとおりである。

　１区で出土した土器片は約 1,100 点、石器片は約 40 点である。そのうち南東隅部の遺物分布範

囲は東西約５ｍ、南北３ｍで、土器片約 350 点、石器片約 20 点が検出された。

　２区で出土した土器片は約 1500 点、石器片は約 200 点である。そのうちの大半は、図 65 に示し

た２区の北東端と中央部の炭化物分布範囲をつなぐ、東西 15 ｍ、南北９ｍ程の範囲から出土した。

　３区で出土した土器片は約 900 点、石器片は約 60 点である。３区での出土状況で特に留意され

るのは、図 66 に星印で示した地点に特に遺物片が多く出土したことである（図版 27 －上）。1.5

ｍ四方程の範囲内に、土器片 78 点と石器片５点が集中していた。しかし、遺物が集中する地点の

周囲を精査したが、土坑などとなる堀方等は検出できなかった。

　この地点での遺物を取り上げて接合検討を行ったが、これらの土器片は基本的に互いに接合しな

かった。また深鉢や浅鉢の口縁部片などの個体識別が可能な破片が含まれていたが、これらをみる

と、１個体の土器がその場で割れたのではなく複数個体の土器片であることがわかった。やや特異

な遺物の出土状況で、遺構としての何らかの意味があったかとも思われるが、性格等は不明である。

０ 10ｍ

Ｎ

図 67

図 68

X=-170,180

X=-170,190

X=-170,200

Y
=
-
2
2
,
7
6
0

Y
=
-
2
2
,
7
9
0

Y
=
-
2
2
,
7
7
0

Y
=
-
2
2
,
7
8
0

第
２
丨
１
次

Ａ
西
２
区
３
ト
レ
ン
チ

図66　Ａ西２区　下層トレンチ２　炭化物除去後の遺物分布状況　（Ｓ．＝1/400）

：炭化物除去範囲

１区

２区

３区

：遺物集中地点

：遺物出土地点



－ 90 －

０
２
ｍ

Ｎ

※
遺
物
番
号
は
図

8
5
～
図

9
3
に
対
応
す
る

※
1
0
と

2
0
の
土
器
は

2
区
出
土
破
片
と
接
合

図
6
7
　
Ａ
西
２
区
　
下
層
ト
レ
ン
チ
２
－
１
区
　
遺
物
出
土
状
況
　
(
Ｓ
.
＝
1
/
4
0
)

：
炭
化
物
分
布
範
囲

１

３
５

７

８

９

1
0

1
2

1
4

1
5

1
8

1
9

2
0 2
1

2
5

2
8

3
6



－ 91 －

０
4ｍ

Ｎ

図
6
8
　
Ａ
西
２
区
　
下
層
ト
レ
ン
チ
２
－
２
区
　
遺
物
出
土
状
況
　
（
Ｓ
．
＝
1
/
8
0
）

焼
土
１

土
器
棺
墓
１

：
炭
化
物
分
布
範
囲

※
遺
物
番
号
は
図

9
4
～
図

1
0
8
に
対
応
す
る
。

（
図

8
8
-
1
0
・
図

9
1
-
2
0
を
除
く
。
図

8
8
-
1
0
と
図

9
1
-
2
0
は
２
－
1
区
出
土
破
片
と
接
合
）

図
69

図
70

８

９

1
0

1
1

1
2

1
9

2
3

2
5

2
8

2
9

3
0

3
1

4
2

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
2

5
3

5
5

5
6

5
7

5
9

6
3

6
2

6
4

6
5

6
6

１

図
8
8
-
1
0

図
9
1
-
2
0

３
２



－ 92 －

　さて、上述のように、１区と２区で出土した土器片については、可能な限り原位置を保った状態

で検出して遺物出土状況図として図 67・図 68 を作成した。これらの遺物は当然ながら個別に番号

を付して取り上げたので、接合検討を行った。その結果、数は少ないが破片同士が接合できたもの

が存在した。１区・２区の地区を越えて接合できたものは２点あった。（88 － 10）と（91 － 20）

であり、（88 － 10）は約 11.2 ｍ、（91 － 20）は約 15 ｍの距離が離れて各破片が出土した。また、

１区内出土の破片同士が接合したもののうち（89 － 15）は破片の出土地点の距離が約 2.4 ｍあった。

しかし、図 67・図 68 からもわかるように、このようにやや離れた地点から出土した破片の接合は

むしろ例外的で、多くの場合は接合ができないか、より大きな破片がその場で細片化したものであっ

た。また、接合できた土器であっても、完形にまで復元できるには程遠い状況であった。

　こうしたなかにあって、２区の中央付近で出土した浅鉢（94 －１）は、底部の一部を欠損して

いるものの、ほぼ完形に復元できるものである。

　浅鉢（94 － 1）は、２区中央の炭化物片分布範囲の北端部付近で、14 層上面に伏せ置かれた状

態で検出した。その出土状況は図 69 として提示した。検出時点においても、周辺の土器等の出土

状況からみるとやや不自然な出土のあり方であることが察知できたので、土器の底部付近が見え始

めた所から土層観察用のセクションを残しつつ平・断面で堀方の有無の確認を繰り返し、さらに土

器が置かれた地点の直下にも断ち割りトレンチを設定して土層断面の精査を行った。しかし、土器

を埋置したような堀方が全く認められず、また、土器口縁が接する面は、14 層として認識できる

土層の上面に合致したので、この土器は、まさにこの場所に伏せ置かれたものと判断できる。

　また、このように意識的にそこに置かれたとみられる遺物としてはこのほか、２区東半部で、２

箇所の炭化物の分布範囲の中間に当たる地点で検出された石冠（94 －２）と石斧（94 －３）がある。

図69　Ａ西２区　浅鉢出土状況　（Ｓ．＝1/20）

図94-１ 80.5ｍ
１．暗緑灰色礫混じり粘土
（炭化物ごくわずかに混じる）
２．暗緑灰色粘土(礫わずかに混じる）
　　　　　　　（図14－14-7層に対応）

１
１

２

Ｎ

０ １ｍ
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　図 70 として出土状況図を提示した。

14 層上面で、西に石冠が、東に石斧が

並んで出土した。２個体間の距離は約

1.5cm しか離れていない。長さ 17.6cm

の石斧の長軸はほぼ南北方向を向き、石

冠は石斧のほぼ中央の西側横に位置して

いて、縦方向の軸方向も石斧の方向と

合っている。遺物が完形である点が周辺

で出土した土器や石器の破片とはあり方

が異なっていることや、上のような出土

状況から、これらは意識的にここに並べ

置かれたと判断できよう。

⑤土器棺墓１（図 68・図 71）

　土器棺墓１は、２区北東端で検出した。

当初、下層遺構面の存在自体が不分明な状態で、なおかつ湧水による遺構基盤層となる粘土（14 層）

の泥化などにより、遺構の認識と検出が極めて困難な状態であった。そのため、図 71 に示したよ

うに、遺構の東半の多くを確認トレンチによって損傷した。また、同図からもわかるように、検出

した墓壙の上端の高さより、そこに埋置された土器上端のレベルが高くなっているので、本来の墓

壙の深さはさらに深かったと考えられ、同様に平面の規模もやや大きかったものとみられる。土器

自体も上位が欠損している。これは調査時の当初の不手際によるものと考えられる。したがって、

この周囲の遺構の検出面は、14 層上面より幾分かは下がっていることになる。

　ただ、部分的に遺構を損傷したとはいえ、そこに比較的大きな深鉢が存在したので、試行錯誤を

繰り返し、土層の識別、分層が可能になる程まで周辺を乾燥させることで、当該墓壙を検出するこ

とができた。遺構上端のラインについても検出面で一様の高さで検出することができなかったが、

下がってしまった部分については図 71 では破線で復原線を示した。

　墓壙の平面形はやや不整形な円形をなすとみられる。検出径 82cm、同深さは 14cm 程である。

　また、土器の内部に堆積した土壌を洗浄したところ、長１cm 程度に細片化した骨片・歯牙片と

思しき有機質片が出土した。

⑥焼土１（図 68・図 72）

　焼土１は２区中央の炭化物分布範囲の東端近くで検出した。東西 68cm、南北 62cm 程の不整形な

円形状の範囲内で堅く焼け締まった焼土塊として検出したものである。おそらくこの地点で火が焚

かれたために、周囲の粘土が焼土化したものと思われる。図 72 に見えるように、14 層上面からの

火熱の影響は深さ 10cm 程度に達していたと考えられる。また、焼土の上面には炭化物が多く混じ

図70　Ａ西２区　石冠・石斧出土状況　（Ｓ．＝1/5）

図94-2
図94-3

80.5ｍ

１

Ｎ

０ 25cm

１．暗緑灰色粘土(礫わずかに混じる）（図14－14-7層に対応）
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る１層（暗緑灰色粘土）が残存していた。

　この焼土１の周辺状況を改めて見てみる

と、検出面である同じ 14 層上面で、西約 3.5

ｍの地点で完形に近い浅鉢（94 －１）が伏

せ置かれており、東約 2.9 ｍの地点で石冠

（94 －２）と石斧（94 －３）が並べ置かれて

いたことなど、通常の遺物の出土状態とは異

なっていたことが特筆される。

　また、石器の出土点数を見ると、上記し

たように２区においては約 200 点あり、１

区約 40 点・３区約 60 点に比べて特に多い

ことがある｡そのうち､焼土を中心として浅鉢

と石冠・石斧までのそれぞれの距離約３ｍの

範囲内、すなわち直径約６ｍの円内には、石

冠・石斧以外にも約 60 点の石器片が出土し

た。実測図を掲出できたものは石鏃（103 －

46）・打製石斧未製品（103 － 47）、敲石（104

－ 53）、磨製石斧（105 － 57）・（106 － 59）・

サヌカイトなどの石核（107 － 65）・（107 －

66）などであるが、このほかにもサヌカイト

片約 30 点あった。

　このような焼土や遺物のあり方から、ここ

には何らかの上屋の構造物を伴った施設が存

在した可能性も考えられる。柱穴となり得る

ピットは検出されなかったが、柱穴を掘らな

いで地面上に建てるだけの簡易な建物があっ

たとすれば、検出した焼土は地床炉となり、

焼土の西側に広がる炭化物の広がりは、その

ような上屋構造の痕跡であった可能性も考え

られよう。

⑦下層トレンチ３（Ａ西２区）（図60・図 73）

　下層トレンチ３は、図 60 に示したように、

Ａ西２区の南東隅付近に南北長 13.5 ｍ、東 図72　Ａ西２区　焼土１　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）

１ ３

３
２２

４４

５

１．暗緑灰色粘土（炭化物多く混じる）
２．緑灰色粘土
３．２層と４層の混在層
４．褐色粘質土（焼土）
５．暗緑灰色礫混じり粘土（図14－14-7層に対応）

80.5ｍ

Ｎ

０ １ｍ

１ １２

３

４

図71　Ａ西２区　土器棺墓１ 平面・断面図　（Ｓ.＝1/20）

０ １ｍ

１．暗緑灰色礫混じり粘土（炭化物混じる）
２．暗緑褐色粘土
３．暗緑灰色粘土(礫わずかに混じる）（図14－14-7層に対応） 
４．黒色礫混じりシルト（図14－14-7層に対応）　　　　　　　

Ｎ

80.5ｍ

図84-１

80.5ｍ
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西８ｍのＬ字形のトレンチを設定した。縄文時代の遺構の基盤層となる 14 層の存在を確認し、そ

の上面すなわち第３遺構面に対応する面を精査した。しかし、炭化物やその他の遺物は認められな

かった。

４．第１遺構面出土遺物（図 74 ～図 76）

　第１遺構面出土遺物のうち、図化可能であったものを図 74 ～ 76 に掲げた。これらの詳細は、別

表２－１（294 ～ 297 頁）・別表２－２（298 ～ 300 頁）・別表３（371 頁）・別表４（374 ～ 386頁）に記

した。それぞれ参照されたい。

　図 74 上段に、溝１出土遺物を示した。古墳時代から奈良時代までの遺物が混在している。

　（74 －１～７）は土師器である。（74 －１～５）は杯身で、このうち、（74 －２）・（74 －３）・（74

－４）は、口縁部の形態は異なっているが、底部外面を不定方向のヘラケズリにより成形している

点で共通している。（74 －６）・（74 －７）は高杯である。これらは、（74 －６）などやや特異な形

態をして時期の特定が難しいものもあるが、おおむね古墳時代後期頃のものとみれる。そのなかで

も（74 －３）はやや時期が下るものであろうか。

　（74 －８～ 11）は須恵器である。（74 －８）・（74 －９）は杯蓋、（74 － 10）・（74 － 11）は杯身である。

図73　Ａ西２区　下層トレンチ３　平面図・土層断面図　（Ｓ．＝1/120）
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１．淡黄褐色粗砂混じり細砂　２．淡灰白色粗砂（図８－13層に対応）３．灰白色砂
４．灰黒褐色粘土（図８－14層に対応）５．黒色礫混じりシルト（図８－15層に対応）
６.緑灰色シルト
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前三者は古墳時代後期のものでＴＫ 43 型式（田辺 1966。以下、古墳時代の須恵器の編年は同書に

よる）に比定できる。（74 － 11）は奈良時代前半頃のものであろう。

　（74 － 12）は滑石製勾玉である。全長 2.0cm の小形品で、頭部に径約 1.5 ㎜の穿孔がある。縦方

向に面取風に成形された後に研磨されているので、その稜線は緩やかになっている。

　図74下段に、溝２出土遺物を示した。（74－ 13～ 15）は土師器杯身、（74－ 16）は土師器甕である。

（74 － 13）は完形で出土した。（74 － 14）や（74 － 15）小破片で出土したものであるが、残存部

からみれば、（74 － 13）と同様の手法で成形されている。これらは古い要素を持ちながらも奈良時

代頃までは下り得るものであろう。（74 － 17 ～ 21）は、須恵器で、（74 － 17）は甕の肩部から頸

部の破片、（74 － 18）は壺蓋であろう。（74 － 19・20）は杯蓋・杯身である。これらはＴＫ 43 型

式に比定できよう。（74 － 21）は 長頸壺の頸部であろう。

　溝２出土遺物としては、このほか図 75 上段左に木製品（別表４－２－ 299）を掲げた。幅 2.5cm、

厚さ 1.1cm で、長さは現状で 30.5cm の断面長方形の棒状を呈する。用途不明であるが、端部が残

存している側で、端部から 1.6cm のところに深さ３～４mm、幅 1.1cm 程の刳り込みがある。この刳

り込みの下端の上下両端には、幅１㎜以下の細い溝状の傷が残っている。棒状木製品の表面から、

このような鋸または刀子様の工具で２本の細い溝を作って、溝間の木材を木目に沿って剥がし取っ

たものと考えられる。

　図 75 上段右に、溝３出土遺物を示した。（75 － 23）は、弥生土器壺の口縁端部付近の破片である。

口縁端面に１条のヘラ描沈線文の後に刻み目が施されているのは、古相を示している。（75 － 24・

28 ～ 31）は須恵器である。（75 － 24）は杯身である。底部外面に墨書らしき陰影があるが、器壁

が軟弱で表面が摩滅しているため判読できない。（75 － 29）は高台を持つ杯身である。いずれも奈

良時代前半のものであろう。（75 － 28）と（75 － 30）は古墳時代の蓋杯で、（75 － 28）はＴＫ 10

型式、（75 － 30）はＴＫ 43 型式に比定できよう。（76 － 31）は短頸壺でやはり古墳時代後期のも

のであろう。（75 － 25 ～ 27）は土師器杯身で、おおむね古墳時代後期のものであろう。

　図 75 下段は、土坑１の周囲で検出した杭を図示した。土坑１周囲では、少なくとも 21 本以上の

杭が打ち込まれていたが、杭のうちには粘土化して痕跡を残すのみというものもあったので、取り

上げができた杭は 14 本であった。形状がわかるものは、いずれも丸太杭で先端が尖るように加工

されていた。このうち５本を実測したものである。この中で（75 － 34・別表４－１－３）は残存

部の中程に、断面形が「レ」字状になる刳り込みがある。このような刳り込みは杭の機能とは無関

係であるから、例えば梯子などの転用材であるかもしれない。

　図 76 には、溝３堰１で検出した杭を示した。堰１では粘土化した痕跡として検出したものも含

めて 26 本の杭が確認されたが、木質として残存したものは 17 本である。これらは遺物として取り

上げ、このうち 7本を実測した。これらは丸太材であり、先端を加工して尖らせたものである。多

くは 100cm までの残存長さであったが、（76 － 43・別表４－１－ 42）は 126cm が残存していた。
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図 74　Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（１）　（Ｓ．＝1/3・1/1）　

０ 20cm（１：３）

０ 4 cm（１：１）

０ 20cm（１：３）
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図 75　Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（２）　（Ｓ．＝1/5・1/3）

０ 20cm（土器　１：３）

０ 20cm（木製品　１：５）
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図 76　Ａ西１・2区　第１遺構面　出土遺物（３）　（Ｓ．＝1/5・1/7）

０ 20cm（１：５） ０ 20cm（１：７）

溝３　堰１
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５.第３遺構面出土遺物（図 77 ～図 111）

　Ａ西区第３遺構面で出土した遺物は、土器・土製品の破片数は 5,841 点、石器・石製品の破片数

は 422 点に上る。それらの中から図化可能であった土器 118 点・土製品１点、石器・石製品 45 点

を図 77 ～ 111 に掲げた。これらの形態や調整・大きさ等の詳細は、土器については別表２－３（301

～ 326 頁）、石器については別表３（371 頁）にそれぞれ記したので参照されたい。

  上記のうち、土器は縄文時代晩期中葉の篠原式に比定できるものが大半を占めている。

　篠原式は、家根祥多氏が神戸市篠原中町遺跡出土土器を標識として提唱したものである（家根

1994）が、その後の研究は、兵庫県佃遺跡（深井 1999）、大阪府向出遺跡（岡田 2000）、奈良県西

坊城遺跡（伊藤・岡田 2003）、京都府上里遺跡（高橋・近藤ほか 2010）などの各遺跡での調査成

果を得て深化してきた。そして、近年では奈良県の縄文時代晩期の遺跡として著名な橿原遺跡の

出土品の再整理（松田ほか 2011）に伴い、千羨幸氏が篠原式の土器の形・型式分類を行った（千

2011）。本文中および観察表で用いた土器分類は、千氏のこの分類に従った。

　石器の器種に関しては、極力弁別するよう努めたが、なかには磨石と敲石のように、１個の転石

に研磨痕や敲打痕が複合して残されている場合があるので、これは一括して「磨石・敲石」とした。

また石皿と台石の区別も必ずしも明確ではないので、ここでは「石皿・台石」と一括した。

　以下、Ａ西区第３遺構面で出土した遺物の特徴を各トレンチごとに順次述べる。

①Ａ西１区下層トレンチ１

　Ａ西１区下層トレンチ１では、第３遺構面の直上で土器片等の遺物が分布している状況を確認し

た。またその第３遺構面を基盤層とする土坑を１基検出した。

　土坑２から出土した土器片は 250 点で、そのうち図化できたものは、深鉢３点、深鉢の底部と思

しき２点である。石器片は 51 点確認し、そのうち図化できたものは削器２点、磨石・敲石１点、

扁平石器１点である。これらの遺物は図 77・78 に掲げた。

　図 77、および 78 の上半には深鉢を図示した。（77 －１）・（77 －２）は胴部から口頸部まで緩や

かに「Ｓ」字のように屈曲して繋がる深鉢６類である。これらの口頸部は二枚貝条痕で調整され、

屈曲部以下がケズリ調整になる。（78 －３）は口頸部が短く、頸胴部の境界が明瞭に屈曲したとこ

ろにあるので深鉢１類に当たるものの、深鉢１類にはないとされる、口唇部への刻目が施されてい

る。後述する（80 －９）も深鉢１類と考えられるが、口唇部に刻目がある。

　（78 －４）は底部Ａ３類で、底部が下方に突出している。（78 －５）はＡ２類で、凹底である。

　図 78 の下半に石器を図示した。これらはすべてサヌカイト製である。（78 －６）・（78 －７）は

削器である。（78 －６）は長辺の１辺に刃部が作り出され、片面だけを調整している。（78 －７）

は２辺に刃部を作り出している。刃部は両面から調整され、階段状剥離が明瞭である。（78 －６）

よりも丁寧に仕上げられている。
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　（78 －８）は磨石・敲石で平坦面を有し、側面には凹み部がある面と赤色顔料が付着している面

とがある。赤色顔料が付着している周辺には磨り痕跡が認められる。

　（78 －９）は扁平石器である。厚さ３mm の扁平な紅簾石片岩製の石器である。弧状になっている

縁辺では、両面に剥離調整がなされる。上面と下面は丁寧に研磨され、平滑である。扁平石器は（78

－９）以外にも（93 － 34）・（106 － 63）の２点を図化できたが、このほか図化できていないもの

のなかに２点ある。その大半は断面形が扁平な四角形状をする石器である。このような形状は、奈

良県竹内遺跡で「粗製有刃器」として報告されているもの（樋口 1935）と類似している。

　Ａ西１区では以上の土坑２出土遺物以外に、トレンチ北東部の第３遺構面上で、土器片等の遺物

が分布している状況を検出した。その数は 1202 点に上り、それらの中から深鉢 15 点、浅鉢４点、

底部片９点を図化した。同様に石器片も出土しており、その数は 76 点である。それらの中から石

鏃３点、剥片石器１点、磨製石斧１点、石皿・台石１点を図化した。図 79 ～ 82 には土器を、図

83 には石器を掲げた。

　図 79 ～ 81 には深鉢と浅鉢を、図 82 には浅鉢と底部片を図示した。深鉢のうち口唇部に刻目が

ある土器は５点を図化できたが、このほか図化できなかったもののなかに 18 点ある。

　図 79 ～ 82 に掲げた土器は深鉢、浅鉢ともに、その大半が篠原式であるが、（79 －１）は外面全

体に巻貝条痕がみられ、滋賀里Ⅱ式に当たるだろう。また内面に巻貝条痕が残る（79 －５）も古

相を示している。これら以外はすべて篠原式の土器である。

　（80 －８）は口頸部が直立する深鉢２類である。口頸部がナデ調整で口唇部に逆「Ｄ」字形の刻

目が施される。

　（80 －９）・（80 － 10）は深鉢１類である。（80 －９）は口頸部が短いもので、屈曲して胴部に繋

がっている。形態は深鉢１類に当たるが、口唇部には指頭による大振りの刻みが施されている。（80

－ 10）も深鉢１類かと考えられる。口縁部は小刻みに波打っており、刻目を思わせる。

　（80 － 11）～（81 － 14）は深鉢６類である。すべて、口頸部がナデ調整、胴部がケズリ調整である。

これらのうち（80 － 11）は断面「Ｖ」字形の刻目（以下「Ｖ」字形刻目）が施されている。

　（81 － 15）は砲弾形の深鉢８類である。口縁部は緩やかな波状口縁になっている。口頸部はナデ

調整され、胴部は僅かにケズリ調整がみられる。

　図 82 の上半には浅鉢を図示した。（82 － 17）・（82 － 18）は口頸部のみが残存しているが、口縁

端部が内面に肥厚していることなどから、胴部が扁球状になる浅鉢Ｃ３類とみられる。また口唇部

に刻目が施されている。（82 － 19）は口頸部が短く外反する浅鉢Ｂ類である。

　図 82 の下半には底部片を図示した。凹底のものは（82 － 20）～（82 － 25）、（82 － 27）・（82

－ 28）は丸みを帯びた尖底である。

　図 83 には石器を図示した。（83 － 29）～（83 － 31）はサヌカイト製の石鏃である。（83 － 29）・（83

－ 30）は凹基式で、（83 － 31）は未製品である。（83 － 29）は直線的な基部端に抉りをもつ。側
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縁は直線的で、鋸歯状になっている。（83 － 30）は直線的な側縁になり、脚端部は丸い。（83 －

31）は石鏃の未製品である。錐部が次第に広がり、つまみ部との区別が不明瞭な石錐かとも考えた。

しかし、基部には浅いながらも抉りがあり、断面形が扁平な菱形をしているために石鏃の未製品と

判断した。側縁は緩やかに内側へ入り込んでいる。　

　（83 － 32）は縁辺部に加工がないサヌカイト製の剥片石器である。上端の折れ面付近は、小さい

ながらもつまみ部のようになっており、石匙の可能性もある。片面調整によって作り出された刃部

は、約 40 度に仕上げられている。

　（83 － 33）は磨製石斧の刃部である。平面形は刃部から胴部下半にかけてほぼ同じ幅の大きさで

ある。基部は残存していないが、やや窄まるものとみられる。断面形は楕円形をしている。刃部は

円刃で、先端には使用痕跡が残る。両面ともに欠損部分以外は丁寧に研磨されている。

　（83 － 34）は石皿・台石で、作業面だけ研磨されている。その作業面には直径１㎝ほどで、深さ

３mm ほどの凹みが 11 ヶ所に認められる。　

②Ａ西２区下層トレンチ２－１区

　Ａ西２区下層トレンチ２－１区では 1132 点の土器片を確認し、このうち深鉢 22 点、浅鉢２点、

底部片６点、蓋１点を図化した。また石器片は 44 点を確認し、このうち石鏃１点、削器１点、打

製石斧１点、砥石１点、扁平石器１点を図化した。

　図 85 ～ 92 には深鉢を図示した。（85 －１）は深鉢の胴部で、外面全体にヘラ状工具による細い

沈線が不規則に交差している。外面の文様から滋賀里Ⅲａ式に相当する。これ以外の土器は篠原式

である。

　口唇部に刻目があるものは、17 点を図化できたが、このほか図化できていないものが 15 点ある。

　（85 －２）～（86 －５）・（87 －７）～（88 － 12）・（89 － 14）・（89 － 15）・（91 － 19）・（92 －

21）は深鉢６類である。（85 －３）・（86 －５）は二枚貝条痕調整され、二枚貝条痕のちナデ調整さ

れるものは（86 －４）・（89 － 14）・（91 － 19）・（91 － 21）である。ケズリ調整されるものは（87

－７）・（88 － 10）、ケズリのちナデは（87 －８）で、それ以外はナデ調整されている。刻目は「Ｄ」

字形のものが多い。（86 －４）は突起部に刻目がある。

　（86 －６）は深鉢２類で、口頸部の調整は二枚貝条痕である。口唇部に刻目が施されているが、

摩滅によりその形状は不明である。

　（89 － 13）・（90 － 17）は深鉢５類である。口頸部が外上方に開き、胴部があまり膨らまない。

口頸部はナデ、胴部は屈曲部以下からケズリ調整される。（89 － 13）は口唇部に「Ｖ」字形刻目が

ある。

　（90 － 18）は深鉢３類である。膨らむ胴部に、外上方に開く口頸部が繋がる。口頸部はケズリの

ちナデ調整されている。

　（91 － 20）は深鉢４類である。胴部はあまり膨らまず、口頸部が直線的に繋がっている。口頸部
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の調整は二枚貝条痕のちナデである。口唇部は「Ｖ」字形刻目が施されている。

　篠原式土器は「稀文様土器群」（岡田 2011a p.310) と呼ばれ、文様が施されないことに特徴がある。

しかし篠原式の器形で、文様をもつものがある。これらは他地域からの影響を受けたもので、本調

査区においては（90 － 16）が当たる。（90 － 16）は深鉢６類である。半截竹管状工具による文様

帯が２ヶ所に残っている。１つは波頂部から頸部下端に向かって、縦位に施文されるものである。

２条１対の沈線を２単位、計４条を押し引いた後、１単位の間に「Ｃ」字形爪形文が充填されている。

今１つは胴部上端に見られる。胴部は 3/4 を欠損しているが、「Ｃ」字形爪形文が横位に連続して

施され、これが完周するとみられる。また口唇部には逆「Ｄ」字形の刻目が施されている。これら

の要素は瀬戸内の谷尻式土器にみられる特徴で（平井 2000）、観音寺本馬遺跡から近い橿原遺跡で

も、同様の谷尻式系の土器が数点出土している（千 2011 p.43)。当該調査区では（90 － 16）以外に、

図化できなかったが、第３遺構面上面で谷尻式系と考えられる土器片を５点確認している。

　（92 － 22）は口縁部から胴部にかけてを巻貝条痕がみられ、滋賀里Ⅱ式まで遡るものとみられる。

　図 93 － 23・24 には浅鉢を図示した。（93 － 23）は浅鉢Ａ類で、口縁部内面が肥厚する特徴をも

つ。（93 － 24）は口頸部は比較的短く、胴部上半で肩部を形成する浅鉢Ｃ類である。

　図 93 － 25 には蓋を図示した。（93 － 25）は口縁部に紐孔と思われる穿孔があることから蓋とし

た。篠原式ではなく、胎土や調整から晩期前葉のものとみられる。

　図 93 の中位には底部片を図示した。（93 － 26）～（93 － 28）・（93 － 34）は平底である。（93

－ 29）・（93 － 30）は底面がごく僅かに凹んでいる。

　図 93 の下半には石器を図示した。（93 － 32）は長辺の１辺に刃部を作り出すサヌカイト製の削

器である。刃部は両面を剥離調整している。 

　（93 － 33）は砥石である。（93 － 33）は断面「Ｕ」字形の溝が２条ある。後述の（111 － 17）の

ような大型で据え置いて使用する砥石ではなく、手持ち用の小型品である。

　（93 － 34）は結晶片岩製の扁平石器である。両側辺の上半に凹凸が確認でき、凹面が摩滅してい

る。上下面は平滑である。全体的にこの扁平石器は（78 －９）とよく似た形状をしている。  

　（93 － 35）は結晶片岩製の石器である。楕円礫が使われており、多くの部分を欠損している。こ

のため器種の特定は確定的ではないが、打製石斧とみられる。弧状になっている縁辺部には、敲打

による調整痕が認められる。

　（93 － 36）はサヌカイト製の石鏃である。（93 － 36）は基部の抉りが浅い凹基式の石鏃で、脚端

部は丸い。側縁は直線的である。

③Ａ西２区下層トレンチ２－２区

　当該調査区では1497点の土器・土製品を第３遺構面上面で確認し、そのうち深鉢20点、浅鉢14点、

底部片４点、注口土器１点、土偶１点を図化した。また石器・石製品の破片は 192 点確認し、その

うち石鏃４点、打製石斧２点、磨製石斧３点、磨石・敲石８点、石皿・台石３点、石核２点、扁平
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石器１点、砥石２点、石冠１点、用途不明品１点を図化した。

　当該調査区の北東端で土器棺墓を検出した。（84 －１）はその土器棺墓１に用いられた深鉢であ

る。全体が砲弾形を呈しており、深鉢８類に当たる。残存状況は口縁部・胴部では 1/2、底部では

3/4 ほど残っている。口頸部はナデ、胴部は縦方向のケズリ調整である。胴部外面は高さ 1.2cm の

粘土紐接合痕が明瞭に残る。底部は小さな平底で、底面はケズリ調整される。

　図 94 には第３遺構面の直上に意識的に置かれたと考えられる遺物（94 －１）～（94 －３）のほ

か、第３遺構面上で検出した特異な遺物を掲げた。　

　（94 －１）は浅鉢である。底部の一部を欠損しているが完形に近い。口頸部が長く外反し、頸胴

部の境界が明瞭な浅鉢Ａ類である。胴部はケズリ調整され、粗製化（宮地 2004）が見られる。口

縁部にはリボン状突起が１ヶ所に付く。また口唇部内面が玉縁状に肥厚している。

　（94 －２）は石冠である。花崗岩を用いているとみられ、全体を丁寧に研磨して仕上げている。

頭部が丸みを持ち球状に近く、底部の下面中央が僅かに窪むように作られている。また頭部と底部

を区別するように、その境が括れている。松田真一氏によると同様の形態をする石冠は、中部地方

に出土例が多く、近畿地方では京都府十倉志茂遺跡、兵庫県有年原・田中遺跡、同香山遺跡、滋賀

県滋賀里遺跡から出土している（松田真 2012）。

　（94 －３）は扁平な片岩製の打製石斧である。平面形は全体的に細長く、刃部から基部にかけて

ほぼ同じ幅である。縁辺部には両面からの敲打がなされている。刃部は使用により摩耗しているも

のの、直刃であったとみられる。両面ともに礫面を残している。

　（94 －４）と（94 －５）は第３遺構面上で検出した遺物のなかでは、特筆すべきものである。

　（94 －４）は注口土器である。胴部は、口縁部から下方に向かって「ハ」字状に広がり、その下

端で内側に屈曲して底部に繋がっている。底部は欠損しているものの、やや扁平な丸底になるとみ

られる。口縁端部は内傾する幅の広い端面をなしており、端面上端は瘤状の隆起が連続的に貼り付

けられ、下端は間隔の狭い不整形な波状になっている。胴部中央には注口部があるが、その先端は

欠損している。注口部の基部の左右には貼瘤がある。この注口部と貼瘤の位置に隆帯が横位に巡っ

ている。貼瘤は胴部の下端にも巡っており、この位置が胴部と底部の境界になっている。この部位

は 1/4 強が欠損しているが、残存部には２ヶ所の貼瘤が残っており、９ヶ所は剥離痕として確認で

きる。これらの間隔は 1.5 ～ 2.5cm であるから、元は 18 ヶ所にあったと復原することができる。

　（94 －４）が特に特徴的なのは、無数に施された刺突文が列をなす文様があることである。この

列は口縁部、口縁端面、胴部、胴部の隆帯などの各部に縦横に施されている。それぞれの刺突文は

巻貝の殻頂部を器壁に押し当てて、径３mm ほどの円形の凹みを作ったものとみられ、これが１～

５mm 程度の間隔をあけて連続的に施され列となっている。この刺突文を個別にみると、口縁部付

近では正円に近い形状をしているが、底部側に行くにしたがって、半月状になっている。これは巻

貝の殻頂部を押し当てて行う施文の過程で、その原体の先端が破損したためと考えられる。横位の
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列は、口縁部端面に２列、口縁部外面に２列、胴部の隆帯の上端に１列、その頂部に１列、その下

端に１列、胴部の下半に３列が見られる。縦位の列は、胴部に見られるが、隆帯よりも上側と下側

では、上側の方がその数が多く、下側の列は上側の列と対応する位置に施されている。

　このような巻貝の殻頂部を用いて刺突文とする手法は、凹線文土器にしばしば用いられる。それ

は、深鉢などの鉢形の土器においては、巻貝圧痕文の周囲に施されるものである。一方、注口土器

では、宮滝遺跡出土資料（末永 1986s　図版第四七－９）のように、注口部に列をなすものが見ら

れる。また施文具に巻貝が使われる手法は、東海・北陸地方の以西の後期に盛行し、特に刺突文に

限定すると、後期後葉で見られるもののそれ以後はほとんど見られなくなる（松田光 2008）こと

が知られている。このほか、形状の似る土器としては、宮滝遺跡出土資料のなかに認められる。ひ

とつは口縁部上端に瘤状隆起をもつもの（和田 1999　ｐ 162 図 54）で、今ひとつは胴部下半に最

大径をもつ下膨れの形状になるもの（和田 1999　ｐ 162 図 57）である。この２点は、いずれも後

期後葉の宮滝式の注口土器とされている。

　また西日本で最も注口土器が盛行するのは、後期後半の元住吉山Ⅱ式から宮滝式併行期であり、

後期末には減少して、晩期にはほぼ作られなくなる（西田 2010）。このように、（94 －４）は形状

や文様を見ると後期的、特に後期後葉の特徴を有しているといえる。

　しかしながら、この土器は明確な出土地点の記録は取られていないが、第３遺構面直上の炭化物

集中範囲の出土遺物として取り上げられている。さらに、この土器が小破片ではなく、底部や注口

部は欠失しているものの、比較的完形に近い状態であることも特筆すべき点である。

　したがって、施文法や形状が、後期後葉の出土例と類似する点があるが、層位等の出土状況から

みれば、後期の土器と断定することは難しい。むしろ、調査事実からは、晩期中葉にこのような特

徴を持つ注口土器が存在していたとするのが妥当であろう。　

 （94 －５）は土偶の手腕部である。残存高は 5.0cm、残存幅は 2.8cm、接合部の厚さは 3.3cm である。

色調は黒褐色である。肘の関節を直角に曲げている。腕の先端はヘラ状工具で削って、手部を作り

出している。このような特徴は遮光器土偶に見られるものである。大野薫氏によると近畿地方で遮

光器系土偶が出土した遺跡は、滋賀県滋賀里遺跡、奈良県橿原遺跡、同曲川遺跡、大阪府更良岡山

遺跡、和歌山県川辺遺跡、兵庫県篠原中町遺跡がある（大野 2009）。

　図 95 ～ 102 にはこのほかの第３遺構面上面に分布していた土器・土製品を図示した。

　図 95 ～ 100 には深鉢を図示した。口唇部に刻目がある深鉢は、（95 －６）～（96 － 11）・（97 －

13）～（99 － 19）の 13 点を図化できたが、このほか図化できなかったもののなかに 36 点ある。

　（95 －８）～（96 － 10）は深鉢４類である。そのなかでも（95 －８）は、膨らまない胴部に外

反する口頸部が繋がっており、６類にも似る。（95 －８）～（95 － 10）はいずれも口頸部の調整

は二枚貝条痕で、口唇部には刻目が施されている。

　（96 － 11）・（97 － 12）は深鉢３類で、口頸部が明瞭に屈曲している。特に（97 － 12）は口頸部
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に縦方向の二枚貝条痕がある。Ａ地区・Ｂ地区ともに図化できていないものも含めて、縦方向に二

枚貝条痕が認められるのはこの１点のみである。

　（97 － 15）～（98 － 18）・（100 － 23）・（100 － 24）は深鉢６類である。（97 － 15）～（98 －

18）は口唇部に刻目があり、「Ｄ」字、逆「Ｄ」字、「Ｏ」字と比較的大きな刻目である。口頸部の

調整はケズリまたはナデである。（100 － 23）は波状口縁になるとみられる。（100 － 23）・（100 －

24）も６類だが、口頸部はナデ調整で、口唇部に刻目がないという違いがある。

　（99 － 19）は深鉢５類で、口頸部はケズリ調整される。口唇部には「Ｏ」字形の刻目がある。

　（99 － 20）・（99 － 21）は深鉢２類であり、いずれも口頸部がナデ調整される。内面、外面とも

に明瞭に粘土紐の接合痕跡が残っている。

　（99 － 22）は深鉢１類で、口頸部が２cm に満たないで、非常に短い。頸部と胴部の境界はケズ

リ調整だが、それ以外の部分はナデ調整されている。胎土は粗い。口頸部の粗いナデ調整を見ると、

滋賀里Ⅲ a式まで遡るとみられる。

　（100 － 25）は深鉢８類に分類できる鉢である。口縁部から胴部まではケズリ調整されている。

　図 101・102 には浅鉢を図示した。（101 － 26）・（101 － 28）～（101 － 31）は浅鉢Ｃ類である。（101

－ 27）は家根氏分類のＤ類に相当するとみられる（家根 1994）。（102 － 32）～（102 － 38）は浅

鉢Ａ類で、頸部が長く外反する。このうち（102 － 34）～（102 － 36）・（102 － 38）は口唇部内面

が玉縁状に肥厚する。これらの浅鉢の調整は主にナデまたはミガキであるが、（101 － 27）には二

枚貝条痕、（102 － 36）にはケズリがみられる。口縁部に突起が付く浅鉢は４点あり、それが方形

のものは（101 － 27）・（102 － 36）・（102 － 37）で、山形のものは（101 － 28）である。

　図 102 － 39 ～ 42 には底部片を図示した。凹底のものは２点あり、（102 － 39）はごく僅かに凹

むものであるが、（102 － 40）は凹みが明瞭である。このほか平底の（102 － 41）、丸底の（102 －

42）がある。

　図 103 ～ 108 には石器片を図示した。（103 － 43）～（103 － 46）はすべて基部が凹基式のサヌ

カイト製の石鏃である。（103 － 43）は基部が浅く弧状に抉られている。側縁は直線的で、平面形

はほぼ正三角形を呈している。（103 － 44）は基部の抉りが深い。脚部の長さは左右非対称で、脚

部が長い方の側縁は歪な形状をしている。また片面の調整が少ないことから、製作途中であった可

能性が考えられる。（103 － 45）は脚端部が尖る。側縁は直線的で、平面形は二等辺三角形を呈し

ている。（103 － 46）も側縁が直線的で、平面形が二等辺三角形を呈する。脚端部は丸い。片面は

調整が希薄で、一次調整のみ行われている。

　（103 － 47）は片岩製の打製石斧の未製品で、両面に縦位の線条痕がみられる。

　（103 － 48）～（104 － 54）は磨石・敲石である。（103 － 48）は刃部を欠損しているものの、元々

は乳棒状磨製石斧であったと考えられる。残存する基部には断面「Ｖ」字形の敲打痕が認められる

から、敲石に転用されたものとみられる。全面には長軸に対して平行する線状痕があり、丁寧に研
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磨されている。ざらついた様相をする側面には、敲打痕が確認できる。両面の研磨の及ばない箇所

には、小指ほどの大きさに浅く凹む箇所がある。（103 － 49）は平滑面に敲打痕と摩耗痕が認めら

れ、被熱痕跡がある。（103 － 50）は敲石である。サヌカイト製で、どの面にも礫面が残る。表面

には径１㎝から２㎝ほどの円ないし楕円形の敲打痕がある。この敲打痕の深さは深いところで４mm

ほどである。（103 － 51）は長軸５cm ほどのあばた状の敲打痕が広がっている。敲打痕の認められ

ない側面は研磨痕がある。特に図示状態の右側に配置した面では、その研磨が明瞭で光沢がある。

（104 － 52）は楕円球状の磨石・敲石である。現状では中央で二分されている。それぞれ観察すると、

深さ 5.5mm の楕円状の敲打痕が明瞭に残る部分と、線状痕がみられる部分とがある。さらに前者の

截断面には、深さ 3.5mm の敲打痕が認められる。これらの出土地点は離れていた。元々は同じ楕円

礫を素材にする１個体であったと考えられるが、二分されたのちに、異なる用途で用いられたと考

えられる。（104 － 53）は両面ともが平滑な円礫で、全面に研磨痕が認められる。周縁部には広い

範囲に敲打痕が認められるが、ほとんど凹凸はない。（104 － 54）は楕円礫を利用したものである。

図示状態で左図の面を表面と考える。平面の両面に敲打痕が確認できるのだが、敲打痕の様相が異

なる。表面にはあばた状の浅い敲打痕が長軸 1.6cm の範囲で認められ、特に研磨が顕著で平滑であ

る。この面には破断面と接する部分に磨り面が確認でき、ざらついている。裏面は平坦で、同じよ

うな磨り痕跡が２箇所に認められる。周縁部にもあばた状の敲打痕が認められ、平面の敲打痕より

も凹凸が顕著である。表面は丸みを帯びており、石皿として下石に利用するには不安定である。両

側面の敲打痕から考えても、敲石とみなすのが妥当であろう。（105 － 55）は緑泥片岩を用いている。

扁平で、設置するのに安定する平坦面を有している。両面の中央には敲打痕かみられる。片側面の

中央部にも、敲打痕と思われる痕跡が見受けられる。

　（105 － 56）は石皿・台石である。花崗岩を用いている。両面のどちらにも敲打痕および磨り痕

跡が認められる。その敲打痕は、広い方では長軸 4.8cm の範囲に広がり、深さは３mm、狭い方では

長軸３cm の範囲内におさまり、深さは５mm である。

　（105 － 57）～（106 － 59）は磨製石斧である。（105 － 57）は磨製石斧の基部である。平面形は

両側縁が基部に向かって窄まる撥形をしている。両側縁は敲打や研磨によって、鋭利に調整され、

断面形が凸レンズ状になる。それ以外に明瞭な調整痕は認められない。基部先端には剥離痕跡があ

り、打欠石錘かとも考えられる。（105 － 58）は基部先端を欠損しているものの、平面形は全体的

に細長く、刃部から胴部にかけてほぼ同じ幅で、胴部上半から基部に向かってやや窄まるとみられ

る。断面形は楕円形をしており、乳棒状石斧に当たる。胴部下半から刃部は丁寧に磨き上げられて

いる。刃部は扁刃である。刃部先端は使用による敲打痕が認められる。（106 － 59）は磨製石斧の

刃部である。両面とも丁寧に研磨されており、斑晶が明瞭にわかる。残存状態より、平面形は基部

から刃部にかけてほぼ幅の変わらない形態をするとみられる。断面形は楕円形である。

　（106 － 60）は軽石である。片面にだけ長さ３cm の断面「Ｖ」字形の溝状の凹みがある。この凹
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みがある面は平滑になっており、砥面であったとみられる。その場合、溝状の凹みは、例えば骨角

製の針などの道具を研磨した際の痕跡とも考えられよう。

　（106 － 61）は砥石である。花崗岩製で、片面には磨り痕跡が確認できる。

　（106 － 62）は石皿・台石と考えられる。扁平な円礫を用いたもので、1/3 ほどを欠損している。

平面には研磨面が認められ、縦長の浅い凹みが確認できる。

　（106 － 63）は結晶片岩製の、厚さ３mm から７mm の扁平石器である。平面形は撥形をしている。

片側辺を両面調整しているが、それ以外には顕著な調整痕は認められない。

　（106 － 64）は泥質片岩製の石器である。断面形は扁平な楕円形をしている。片面には長いとこ

ろで 10.5cm になる線状の使用痕がみられる。

　（107 － 65）・（107 － 66）はサヌカイトの石核である。（107 － 65）は礫面が多く残る面では、一

部に縦方向の剥離痕と側面側に横方向の剥離痕が認められる。剥離痕が多く見られる面では、先行

する剥離面の上に二次的剥離が繰り返されている。剥離面は大きく波打って端部も巻き込むように

終わるので、良好な目的剥片は得られなかったようである。（107 － 66）は当該調査区において特

に大型のものである。礫面が残る部分があり、特に平面の礫面が直接打面とされる。剥離痕跡を見

ると、剥離作業面から大きな目的剥片を得たと考えられる。

　（108 － 67）は石皿・台石である。両面ともに小さな凹部が認められる。図上で上側に示した面

には６箇所、下側に示した面には２箇所の凹部がある。このうち最も大きい凹部は上側に示した面

にあり、長径３cm、深さ 1.2cm である。このほかは長径１～ 1.5cm 程度で、深さは３～５mm 程度

である。どちらの面も比較的平坦であるが、下側に示した面の方がより平滑である。

④Ａ西２区下層トレンチ２－３区

　Ａ西２区下層トレンチ２－３区では、土器片 910 点を確認し、そのうち深鉢４点、浅鉢５点、底

部片５点を図化した。石器片は 59 点を確認し、そのうち削器１点、磨石・敲石１点、砥石１点を

図化した。

　図 109 と、図 110 の上位には深鉢を図示した。口唇部に刻目があるものは、（109 －１）・（109 －

２）・（110 －４）の３点であるが、このほか図化できていないもののなかに 25 点ある。

　（109 －１）・（109 －２）は深鉢４類で、胴部から口縁部まで膨らみがなく、長胴形をしている。

口頸部は二枚貝条痕となり、胴部はケズリによって調整される。

　（109 －３）は残存部が少ないために、深鉢４類か深鉢８類かどうか判別できないが、口頸部か

ら胴部まで屈曲なく繋がるものと考えられる。

　（110 －４）は深鉢６類で、口頸部から胴部までケズリ調整されている。　

　図 110 の中位には浅鉢を図示した。（110 －５）・（110 －６）は浅鉢Ｃ類である。（110 －５）は

口縁部に突起が付く。（110 －６）は口頸部が短く外反する浅鉢Ｃ４類である。口唇部には刻目が

施される。（110 －７）は浅鉢Ｄ類である。口唇部内面が扁平ながらも肥厚している。（110 －８）
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は椀形をした浅鉢Ｈ類である。（110 －８）は口縁部外面に沈線が１条巡るものとみられる。（110

－９）は浅鉢Ａ類である。口縁部に方形状の突起が付き、口唇部内面は肥厚している。

　図110の下位には底部片を図示した。底面の形状がわかるものは４点ある。凹底は３点あり、（110

－ 10）・（110 － 13）は凹みが浅く平底に近いものであるが、対照的に（110 － 14）は凹みが明瞭

で底部が下方に突出している。このほか平底の（110 － 12）がある。

　図 111 － 15 ～ 17 には石器を図示した。（111 － 15）は１辺に刃部を作り出すサヌカイト製の削

器である。刃部は両面調整されている。刃部以外は顕著な調整は行われていない。

　（111 － 16）は磨石・敲石で、平滑面には敲打痕がみられる。周縁には研磨痕跡があり、そこに

は煤が付着したと思われる黒く変色した箇所がある。

　（111 － 17）は有溝砥石である。両面と片側面に１条ずつ、断面「Ｕ」字ないし「Ｖ」字形にな

る溝状の凹みがある。結晶片岩製の大型品で、置いて使用したものであろう。後述するＢ地区にお

いて勾玉が出土しており、調査区周辺で玉類が生産されていた可能性が考えられる。

⑤小結

　以上のように、Ａ地区で図化可能であった遺物の実測図を掲げてそれぞれ説明した。このうち、

土器・土製品の器種別の点数は、深鉢 65 点、浅鉢 25 点、底部片 26 点、注口土器１点、蓋１点、

土偶１点である。また石器・石製品の器種別の点数は、石鏃８点、削器４点、剥片石器１点、石核

２点、打製石斧３点、磨製石斧４点、磨石・敲石 10 点、石皿・台石４点、砥石４点、扁平石器ま

たはそれに類する石器３点、石冠１点、用途不明品１点である。

　基本層序の項や、遺物出土状態の項で繰り返し述べられているように、本調査区において、第３

遺構面（14 層）上面に分布する遺物は、一般的な遺物包含層出土遺物とは異なり、基本的に原位

置を保ったものであると考えられる。したがって、ここで検出した土器や石器を含めた各遺物の組

み合わせは、この時期の遺物における様式を抽出するうえで重要な手がかりとなり得る。

　次にこのような観点から、既述した遺物群について改めて見てみよう。ただし、石器については、

下層トレンチ２－２区で検出した石冠・石斧の出土状況のように注目すべきものも少なくないが、

検出した石器群を型式学的に時期細分することができない。したがって、ここでは土器を中心に見

るが、掲載した各遺物図面は、出土地点ごとにレイアウトしたものであるから、土器と石器の共伴

関係はここにも意図的に示している。

　さて、出土遺物のうち、土器はその大半を篠原式が占めている。以下、篠原式の土器を対象にし

て記述する。

　一般に当該期の深鉢と浅鉢の出土比率は深鉢が圧倒的に多く、７～８割を占めている。まず、こ

の点を当該調査区でも確認しておく。

　Ａ地区出土土器として図化できたもののうち、篠原式の深鉢と浅鉢の数量の比率は 63 点対 24 点

であるから、おおよそ７：３になる。しかし、図化できていない土器にも深鉢または浅鉢と認定で
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きるものが多くあり、これらを加味すると、必ずしもこのような比率になるとは言えない。そこで

出土土器全体を対象として深鉢と浅鉢の点数をカウントし、その比率を求めた。深鉢と浅鉢の口縁

部だけをそれぞれ抽出し、その破片数で比較すると、深鉢は 283 点、浅鉢は 52 点あった。この際

に明らかな同一個体は除いてダブルカウントしないように注意したが、それでも個体の大きさに

よって、その残存状況は異なると考えられる。したがって、この数値は器種の正確な比率を示すの

ではないが、おおむねの傾向はつかめよう。比率にすると深鉢は 84％、浅鉢は 16％である。

　橿原遺跡では深鉢が 67％になるようである（岡田・千 2011）。しかし、観音寺本馬遺跡第５次調

査における深鉢と浅鉢の比率は、土器溜まりによって差異はあるようだが、９：１とされる（小池・

岡田 2013）。この他に県外の同時期の遺跡を見てみると、兵庫県篠原中町遺跡では、示された各器

種の数量（家根 1994）から計算すると、深鉢対浅鉢の比率は８：２になる。また、滋賀県滋賀里

遺跡は、滋賀里Ⅲで深鉢が 78％という割合になる（加藤・丹羽 1973）。大阪府錦織南遺跡（山本

1981）では、示された深鉢と甕の数量を合わせた数と、浅鉢と鉢の数量を合わせた数とを計算し比

較すると、深鉢対浅鉢の比率は 86％対 14％となる。

　このように、同時期の遺跡では、橿原遺跡で深鉢の比率がやや低いが、その他の遺跡では深鉢の

割合が８割から９割程度を占めている。各報告によって個体数の数え方が異なるので一概に言えな

い側面もあるが、今次調査区もそれらに近い状況であることがわかる。

　次に、当該資料群を篠原式のなかで細分して考えた場合、どのような位置を占めるであろうか。

これを下層トレンチ１区・下層トレンチ２－１区・下層トレンチ２－２区・下層トレンチ２－３区（以

下、１区・２－１区・２－２区・２－３区とする）の第３遺構面上面で検出された遺物ごとに見て

いく。ただし、下層トレンチ２の出土土器を、トレンチの小区画に従って１～３区に区分している

のは便宜的なものである。遺物分布の濃淡は漫然としていて、１～３区のそれぞれが一括資料とし

ての意味があるのかどうかはわからない。また、一括資料という観点からは１区の土坑２出土遺物

は重要である。しかし、土坑２出土遺物は、破片数では 250 点もの土器片が出土したものの、器形

が判別した土器は７個体しかなく数量的に乏しい。ここでは、まず１区出土資料を位置づけたうえ

で、それとの対比によって土坑２出土資料を考えたい。

　家根祥多氏は、篠原式について、まず層位的に区分した各資料群に、型式学的な検討を加えて、古・

中・新の３段階に区分した（家根 1994）。その際の型式的属性は、深鉢においては口唇部刻目と器

面調整の２点に主眼を置いた。例えば、口唇部の刻目については、中段階に出現するとし、口頸部

の調整は、中段階にナデによるものが現れ、新段階では比較的丁寧なナデが主体を占め、二枚貝条

痕がほとんど認められなくなるなどとした。また、浅鉢においては口唇部の形状に関して、玉縁状

の肥厚があるものは、新段階に現れる特徴であるとした。

　このほか、新段階ではまた連続刺突文や平行沈線を施すものが出現する。これは谷尻式に関連す

ると考えられるものである。
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　このような段階区分の指標を踏まえて、当該出土資料についてみていく。

　まず、深鉢の口唇部刻目の有無について見よう。当該調査区出土資料全体で見ると、図示してい

ないものも含めて篠原式の深鉢全体の数は 267 点であるが、そのうち口唇部の刻目があるものは

132 点で 49％になる。各調査区ごとにみると、１区では 22 点で 34％（深鉢の全体数 65 点）、２－

１区では 28 点で 46％（同じく 61 点）、２－２区では 46 点で 52％（同じく 89 点）、２－３区では

28 点で 54％（同じく 52 点）ある。このように資料群には一定程度以上、深鉢口唇部に刻目がある

土器が含まれており、このことは、これらが基本的に中段階以降の資料であることを示している。 

　次に各地区ごとに、深鉢においては外面調整について、浅鉢においては口唇部の肥厚の有無につ

いて見ていく。なお、この検討に際しては、深鉢・浅鉢ともに、図示したもの以外にも、器形の判

別できるものは可能な限り対象にした。それらの点数を記していくが、そのうち実測図を示したも

のの点数は、各数値に添えて括弧内に内数を記した。

　１区では、深鉢は 22（15）点を対象にした。口頸部の調整は、二枚貝条痕が（79 －７）・（80 －

10・12）など４（３）点、ケズリが（79 －５）・（81 － 13・16）など５（３）点、ナデが、（79 －

２～４・６）・（80 －８・９・11）・（81 － 14・15）など 13（９）点ある。浅鉢については口唇部内

面が玉縁状に肥厚するものは（82 － 18）など、対象資料 12（３）点中４（１）点ある。

　１区の深鉢ではこのほか、１類の深鉢の口唇部に刻目もしくはそれに類する調整がある（80 －

９）・（80 － 10）が注意される。１類は中段階以降には見られないとされた（千 2011）が、このよ

うに刻目が認められることは、少数ながらもこの器形が中段階以降にも継続することを示していよ

う。この点では、１区土坑２出土の（78 －３）も同様の資料として見ることができる。

　１区の資料は、上のように中段階以降とされるものや新段階に限定できるものがみられる一方で、

図示していないものの中に古段階の土器片が１点ある。また、篠原式以外にも、滋賀里Ⅱ式に当た

る（79 －１）や巻貝条痕が残る（79 －５）がみられる。しかし、これらはあくまでも少数派であ

るから、大半は中段階から新段階に位置づけれられる土器で、下限を新段階に置くものと理解でき、

その資料群の中には若干数の古段階などの資料を含んでいるものと総括することができる。

　次に、１区の資料に対するこのような理解を踏まえて、土坑２出土資料について見よう。土坑２

出土資料は一定の一括性を保っていながらも、出土点数の少なさから、一括資料としての年代的位

置づけが難しいものであった。対象とし得る資料は深鉢が９（３）点ある。図化した（77 －１）や（77

－２）は口頸部が二枚貝条痕調整のもので、（78 －３）はナデ調整である。しかし、全体的にみると、

二枚貝によるもの３（２）点、ケズリによるもの２（０）点、ナデによるものが４（１）点であっ

て、ナデによるものの比率が高い。また、上記のように（78 －３）が１類の形態をしながら口唇

部に刻目があることは、１区の第３遺構面上面の出土資料と共通する。このようにみれば、土坑２

出土資料は、１区の第３遺構面上面で出土した資料と同時期と考えても矛盾することはない。

　２－１区では、深鉢は 44（20）点を対象とした。口頸部の調整が二枚貝条痕のものは（85 ～ 86
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－２～６）・（87 －９）（89 － 14）・（91 － 19・20）など 14（９）点、ケズリのものは（87 －７・

８）・（88 － 10）・（90 － 18）など 11（４）点、ナデのものは（88 ～ 90 － 11 ～ 13・15 ～ 17）・（92

－ 21）など 19（７）点である。このうち、（90 － 16）は、竹管状の工具で連続刺突文や平行沈線

文が施文されるもので、谷尻式との関連が考えられる。

　浅鉢については、口唇部内面が玉縁状に肥厚するのは 14（２）点中７（１）点ある。

　２－２区では、土器棺墓として埋設された深鉢（84－１）や14層上面に伏せ置かれた浅鉢（94－１）

のほか、14 層上面に多数の土器片が分布していた。また、その中に類例の少ない注口土器である（94

－４）や、遮光器系土偶の破片とみられる（94 －５）などが共伴していることが特筆される。

　その 14 層上面の土器片のうち、深鉢は 40（17）点を対象とした。口頸部の調整をみると、二枚

貝条痕のものは（95 ～ 96 －６～ 10）・（97 － 12）など８（６）点、ケズリのものは（98 － 16・

17）・（99 － 19・22）など 16（４）点、ナデのものは（96 － 11）・（97 － 13・14）・（99 － 20・21）・（100

－ 23・24）など 16（７）点がある。また、浅鉢の口縁部内面が玉縁状に肥厚するものは、24（13）

点中８（５）点ある。

　２－３区では、深鉢 22（４）点を対象とした。口頸部の調整が二枚貝条痕のものは（109 －１・２）

など６（２）点、ケズリのものは（110 －４）など４（１）点、ナデのものは（109 － 3）など 12（１）

ある。また、浅鉢は口唇部内面を玉縁状に肥厚するのは９（５）点中５（１）点ある。

　以上のように２－１～３区の篠原式の土器をみると、各地区によって多少のばらつきはあるもの

の、中段階以降にみられる、深鉢の口頸部をナデ調整とするものが、おおよそ 50％前後ある。また、

浅鉢では新段階に現れる口唇部内面を玉縁状に肥厚するものが 30 ～ 50％程度に及んでいる。これ

らの様相からは、２－１～３区の 14 層上面で出土した土器群は基本的に同時期のものとみられ、

１区の資料と同様に、大半は中段階から新段階に位置づけられる土器で、その下限を新段階に置い

ていると考えられる。

　このような年代的位置づけは、２－１区では、14 層上面で出土した谷尻式の影響が見られる深

鉢（90 － 16）の年代観とも合致する。２－２区では、土器棺（84 －１）は、８類の形状を示す点

でやや不分明ではあるが、口頸部外面がナデで仕上げられている点で併行期と見なしうる。また、

同区で 14 層上面に伏せ置かれた浅鉢（94 － 1）は口縁部内面の肥厚に加えてリボン状の突起がある。

これは、黒川式の系譜を引くもので、新段階に特徴的なものである。この年代観とも合致する。

　このように、Ａ西１区と２区の第３遺構面における遺物群は、各小地区ごとに多少の違いがある

が、おおむね同様の様相を呈している。すなわち、当該資料は、篠原式の土器群で、若干量の滋賀

里式Ⅱ式からⅢ a式の土器や篠原式古段階の土器を含んでいるが、中段階以降とされる資料が多く、

資料群の下限は新段階に置くとみられる。そこには、谷尻式や黒川式の影響を受けた土器のほか、

亀ヶ岡文化に特徴的な遮光器系土偶や類例の少ない注口土器（94 －４）などが共伴していること

も重要な事実である。
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図 77　Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　出土遺物（１）　（Ｓ．＝1/3）

０ 20cm

１

２
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図 78　Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑 2　出土遺物（２）　（Ｓ．＝1/3）

０ 10cm

３

４ ５

６ ７

８
９
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図 79　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（１）　（Ｓ．＝1/3）

０ 20cm
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５
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７
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図 80　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

８

９
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12
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図 81　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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図 82　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（４）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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図 83　Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（５）　（Ｓ.＝1/2・1/3・1/4）

０ 20cm（１：３）

０ 10cm
（１：２）

29 30 31

32

33

34

０ 20cm（１：４）
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図 85　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（１）(Ｓ．＝1/3）

０ 20cm

１

図 84　Ａ西２区　下層トレンチ２-２区　土器棺墓１　出土遺物　(Ｓ．＝1/3）

０ 20cm

１

３

２
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図 86　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

４

５

６
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図 87　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

７

８

９
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図 88　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（４）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

10

11

12



－ 124 －

図 89　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（５）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

13

14

15
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図 90　Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　第３遺構面直上　出土遺物（６）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

16

17

18
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図 93　Ａ西２区　下層トレンチ２-１区　第３遺構面直上　出土遺物（９）　（Ｓ．＝1/3・1/2）

０ 20cm

23

24
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図 94　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（１）　(Ｓ．＝1/3）

０ 20cm

２

３

５

４

１
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図 95　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

６

７

８

９
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図 96　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

10

11
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図 97　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（４）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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13

14

15
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図 98　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（５）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

16

17

18
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図 99　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（６）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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図 100　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（７）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

23

24

25
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図 101　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（８）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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図 102　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（９）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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図 103　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上（10）　（Ｓ．＝1/2・1/3）

０ 20cm（１：３）

（１：２）0 5cm
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図 104　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（11）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

52

53

54
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図 105　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（12）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

55
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58
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図 106　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（13）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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64
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図 107　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（14）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

65

66
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図 108　Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　第３遺構面直上　出土遺物（15）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

67
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図 109　Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　第３遺構面直上　出土遺物（１）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

１

２

３
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図 110　Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　第３遺構面直上　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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図 111　Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　第３遺構面直上　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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第２節　Ａ西３区（第２-２次調査）

　Ａ西３区の位置は、図 49 に示したように、Ａ西２区南西隅の南側に当たっている。Ａ西２区の

南側は現在東西方向に県道が延びているが、京奈和自動車道はこの県道を高架によって南北に横切

る計画であった。Ａ西３区はその際に橋台が建設される地点である。

　東西 15 ｍ、南北４ｍの調査区を設定した。調査区の土層断面図は図 112 に示したが、Ａ西２区

において古墳時代以降の遺構基盤層と認識できた９層、および弥生時代の遺構基盤層と認識できた

13 層が存在することを確認した。そこで、それぞれその上面で遺構検出のため精査したが、それ

は認められなかった。

　続いてこの下層で、縄文時代の遺構基盤層である 14 層が存在することを確認した。しかしその

上面においても遺構は認められなかった。遺物は、この 14 層から土器片５点が出土した。

　このように、Ａ西３区では、周辺調査区で検出された上層遺構面や下層遺構面を形成するそれぞ

れの基盤層が存在することはわかったが、いずれにも遺構は検出されなかった。

第３節　Ａ東 2区（第２-２次調査）

　Ａ東２区の位置は図 49 に示した。当該調査区は、第２－１次調査の４トレンチにおいて 13 層上

面で複数の溝を検出したことから、この面を拡張して遺構の検出に努めたものである。結果、後述

するように、中世初頭頃および弥生時代中期の遺構を検出した。その遺構配置は図 113 に示した。

これらは年代差のある遺構であるが、いずれも 13 層上面の同一面で検出されたものである。

１．第１遺構面（９層上面）の遺構と遺物出土状況

　Ａ東区では第２－１次調査における４箇所のトレンチで、第１遺構面に対応する９層上面で素堀

溝が検出されている。その状況については第４章第２節で詳述した。

図112　Ａ西３区　北壁土層断面図　（Ｓ．＝1/120）
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２．第２遺構面（13 層上面）の遺構と遺物出土状況（図 113）

①井戸１（図 113・図 114）

　井戸１は、調査区のＡ東区の北西部で検出した。

　堀方はやや不整形な円形を呈している。堀方の検出規模は、南北 1.78 ｍ、東西 1.84 ｍで、深さ

は約 76cm である。

　井戸の底には井戸枠とされた曲物が比較的良好な状態で残っていた。曲物は遺物として取り上げ

て、保存処理を施し実測図を作成して図 122 －６（別表４－２－ 316）として示した。上部の径が

42.6cm、下部の径が 44.6cm である。このような曲物を堀方の底に設置してその外側を土で埋め戻

していくのであるが、その際に図 114 に示したように、曲物下端の側面に接して径 2.5cm 程の杭（122
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図114　Ａ東２区　井戸１　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）
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－７・別表４－１－ 71）が、堀方底の高さから 20cm 以上の深さで打ち込まれていた。曲物を堀方

底に固定する目的で打ち込まれたのであろうか。しかし、１本だけでは曲物を固定することはでき

ないし、そもそも曲物は土を戻して埋設するであるから、杭による固定は必要ないと思われる。し

たがって、この杭の本来の目的や機能は定かではない。

　井戸の埋土は大きく分けて、堀方の埋戻土と、井戸の廃絶に伴う埋土に分けられる。前者は図

114 －９～ 13 層に当たる。後者は、さらに井戸枠内の埋土（図 114 －①～④層）とその上層に堆

積した埋土（図 114 －１～８層）に細別されよう。

　井戸内から出土した土器・瓦器は図122－１～５として掲げた。本来、遺物の取り上げに際しては、

少なくともこのような埋土の性格の違いを認識したうえで、取り上げラベルにはそのことが註記さ

れるべきである。しかし、発掘調査時の現場作業においては、そのような注意が至らなかったらしく、

（122 －１）～（122 －４）は取り上げラベルに「井戸１」と記されるのみで、整理段階では埋土の

どの層位から出土したのかがわからなくなっていた。ただし（122 －５）は「井戸枠内」と記した

ラベルがあったので、図 114 －①～④層のいずれかから出土したものである。しかしながら、この

ように遺物の取り上げに多少の混乱があるものもの、ここに掲げた土器・瓦器はいずれも 13 世紀

前半頃のものとみられることから、この井戸の形成時期も当該期に求めることができよう。

　なお、井戸枠内からは上記の土器類のほか、板材（122 －８・別表４－２－ 317）と、繊維状の

有機質が出土した。繊維状の有機質は、残存状態が悪く取り上げることができなかったが、底近く

の④層上面付近で塊となって出土した。形状も定かではなかったのであるが、繊維状のものは編み

込まれたようにも見え、篭や縄のようなものであった可能性がある。

②ピット（図 113・図 115）

　井戸１の東約４ｍの地点で、南北方向に位置する２基のピットを検出した。

　ピット１は、そのうち南側のもので、平面形は検出径約 30cm のほぼ円形を呈してる。深さは約

８cm を検出した。図 115 －１の平面・断面図に示したように、堀方全体の埋土はシルトが混じる

暗灰色細砂であるが、堀方の西半に偏って径 10cm 程の暗褐色砂質土が堆積していた。これは柱痕

である可能性があり、柱材が失われた時にその空間に粗砂が入り込んだなどと考えられよう。

　ピット２は、ピット１の北約40cmの地点で検出した。長径44cm、短径32cm、深さ14cmを検出した。

ピット１ほどその形状が明瞭ではないが、図 115 －２の断面図をみると、ピット埋土に１層として

明灰色粗砂が堆積していることがわかる。この１層はピット１と同様のものとすれば、柱材が抜け

た空間に入り込んだものと考えられよう。

　いずれのピットからも遺物が出土しなかった。また、検出深さが浅いことから本来の遺構形成面

はより上位にあったとみられ、遺構面自体が一定程度削平を受けていると考えられる。このため、

ピットの形成時期は定かではないが、西約４ｍの地点に存在する井戸１と同様の時期である可能性

が考えられる。
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③杭列（図 113・図 116）

　井戸１と、ピット１・２に挟まれる地点に

当たり、ピットにほど近い位置で、並んだ状

態で打ち込まれている３本の丸木杭を検出し

た。杭は、径 3.5 ～ 5.1cm で、長さは、長

いもの（123 －３・別表４－１－ 74）では

52.5cm が残っていた。いずれも先端を尖ら

せる加工をしていた。

　杭列はおおむね北西－南東方向に並んでい

て、図 116 の出土状態立面図に見られるように、杭１（123 －１・別表４－１－ 72) と杭２（123 －２・

別表４－１－ 73）とは 10cm、杭２と杭３(123 －３)とは 26cm の間隔がそれぞれあいていた。

　これらの杭が打ち込まれた時期を比定することは、現状ではこれらの杭が溝などに伴って検出さ

れたのではないために難しい。上位の土層がどの程度削平されているのかがわからないこともそれ

を困難にしている。その検出地点が、上述した井戸１やピット１・ピット２に近い位置であるから、

その年代に近いと想定することも可能ではあるが、定かではない。

④１号墓（図 113・図 117）

　13 層上面を精査すると、調査区の西半で幾条もの溝が平面的に検出された。さらに溝の延びる

方向を追究したところ、その溝によって方形に区画される一角が認められたので、ここに方形周溝

墓が築かれていたと判断し１号墓とした。また、平面検出の時点で、その北周溝付近は、ほかの溝

が複雑に絡み合うように見えた。図 113 に示したように、この部分の多くは第２－１次調査で４ト

レンチとして掘削した地点に当たるため、第２－２次調査時点においてその切り合い関係を特定し

ていくことは、困難であった。

　しかし、１号墓北周溝の東端部では溝２と溝３が分岐して北方向の延びていることを平面的に検

出した。そこで２条の溝の切り合い関係を明確したうえでその埋土の除去を行うべく、平面での精

査を入念に行い、さらに断面確認のサブトレンチを設定してその確認に務めた。しかし、この部分

図115　Ａ東２区　ピット１・２　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）
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 （図９－13層に対応)
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３

Ｎ

１
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図116　Ａ東２区　杭列（Ａ－Ａ’）立面図（Ｓ．＝1/20）

※アルファベット記号Ａ・Ａ’は
　図113に対応する

※遺物番号は図123に対応する

１．淡黄灰色礫砂
（図９－13層に対応)

80.5ｍ

Ａ Ａ’

０ １ｍ

１

1
2

3



－ 152 －

で１号墓北周溝と溝２、溝３の埋土の違いを認識することができなかった。

　溝の形状をみると溝３は、１号墓北周溝と溝を共有する方形周溝墓の東周溝である可能性が考え

られるが、その場合溝２については理解しにくい。実態としてこのような溝の検出状況であるが、

北側が調査対象外になるため、不明な点が多い。

　さて、１号墓は、必ずしも精美な方形を呈するのではないが、４辺を溝で区画される方形周溝墓

の様相を示している。ただし、図 117 の土層断面図を見ても明らかなように、墳丘部分の上位は削

平されており、埋葬施設は痕跡も残していなかった。また、４辺の周溝のうち、西周溝は、墳丘端

に当たる溝の下端部分が調査区外に当たるため検出できていない。このようなことでやや明確でな

い部分があるが、１号墓の規模は、東西 13.7 ｍ以上、南北 14.7 ｍの数値が得られる。

　北周溝は、やや丸みをもって北側に張り出す形状をしているが、墳丘側の上端は直線的になって

いる。北周溝の幅は広い所では３ｍ程になるとみられるが、この部分は上述のように、先行して掘

削したトレンチ箇所に当たるため、平面的な検出状況がやや明確ではない。検出深さは68cmである。

南周溝は、幅 3.5 ｍ、深さ 24cm を検出した。東周溝は、幅 1.25 ｍ、深さ 72cm を検出した。南周

溝の底のレベルは、北周溝、東周溝の底のレベルより高くなっている。周溝埋土はいずれも灰色系

統の礫砂や、礫砂混じりシルトであった。

　出土遺物は、１号墓に伴う可能性が高いものとして、壺ないし甕の底部（129 －１）があった。（129

－１）は底部から体部にかけて残存したものであるが、北周溝の南法面の直上で出土したので、周

溝が埋まっていく過程での比較的早い段階でここに転落するなどしたものと考えられる。また、石

包丁（129 －３）は墳丘の直上で出土したものであるが、この部分は相当に削平を受けている箇所

であるから、これが１号墓に伴うとは考えられない。

　１号墓の形成時期は、周溝からの遺物が弥生土器の底部（129 － 1）だけであるため、明確ではない。

しかし、周辺で出土している弥生土器はいずれも中期中頃のものであるから、１号墓の年代もおお

むね当該期とみられよう。ただし、後述する溝１は、遺構の切り合い関係から１号墓より新しいと

みられるが、ここからも中期中頃の土器（129 －２）が出土している。１号墓は、中期の内ではあ

るが溝１よりもやや古い時期に築造されたと考えられる。

⑤溝１（図 113・図 117）

　溝１は、検出部分の多くが、第２－１次調査における４トレンチの範囲に当たっており、上述の

ような事情で平面的な検出に成功しなかった。しかし、ここに溝状の遺構があることはトレンチ調

査の最中にも土層断面の観察などから気が付いたので、その時点で残存していた平面と断面から、

図 113 に示したように、検出部分が東西方向から南北方向に屈曲するコーナー付近であると判断し

た。溝の幅は１ｍ、深さ 40cm を検出した。埋土の状況は、図 117 に示したように、灰色系の砂礫

ないしシルトであり、上述した１号墓北周溝の埋土と同様であったが、４トレンチの範囲内で１号

墓北周溝の埋土を切っていることが確認できた。
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図118　Ａ東２区　溝２・３・４土層断面図　（Ｓ．＝1/40）
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　第２－２次調査時には、第２－１次調査の４トレンチの北側および西側を可能な限り拡張して、

平面での遺構の検出に努めたが、その際に、調査区北辺付近で溝埋土の最上層から広口長頸壺（129

－２）が出土した。この土器からみれば、溝１の形成時期は弥生時代中期中頃と考えられる。

⑥溝２（図 113・図 118）

　溝２は、調査区北辺の中央付近から１号墓北東隅付近までの間に検出した溝である。上述のよう

に、１号墓北周溝、溝３と合流するように見え、この部分で切り合い関係の有無を精査したが認め

られなかった。幅 1.64 ｍ、深さ 60cm、長さ 6.25 ｍを検出した。

　出土遺物はなかったが、１号墓と同時期であれば弥生時代中期前半ごろと考えられよう。

⑦溝３（図 113・図 118）

　溝３は、南北方向の溝で、１号墓の北周溝東端付近から調査区北辺の間で検出した。幅 1.2 ｍ、

深さ 40cm、長さ約８ｍを検出した。上述のように、その平面形からは１号墓と溝を共有する周溝

墓の東周溝のようにも見えるが、多くが調査区外にあることや溝２のあり方などから、定かではな

い。出土遺物はなかったが、１号墓と同時期であれば弥生時代中期前半ごろと考えられよう。

⑧溝４（図 113・図 118）

　溝４は、調査区の南西隅部で検出した。北西－南東方向に延びる溝であるが、多くが調査区外に

当たるためその全容は不分明である。加えて、図 118 の土層断面図に見えるように、調査時の不手

際で遺構の底までの断面図が作成されなかった。幅は 3.56 ｍ、深さ 80cm 以上を検出した。

⑨土坑１（図 113・図 119）

　調査区の東半部中央付近で検出した。平面形は、長径1.6ｍ、短径98cmの不整楕円形を呈している。

深さは 40cm を検出した。この土坑の中に、図 119 に示したように、破片化した多量の土器が出土

したことは特筆される。それら土器片を番号を付して取り上げて接合検討を行ったが、図 124 ～図

127 に示したように、完形もしくはそれに近い状態になるものはなかった。接合関係は図 119 に示

したように、甕（126 －15）や底部（127 － 26）がやや離れた位置で出土した破片が接合された事

例であるが、このような場合はむしろ少ない。多くの土器片は接合されることがなかったから、こ

れらの土器はこの土坑内で割れたものではないといえる。

　また土坑の埋土も特徴的で、図 119 の土層断面図に見えるように、４層、９層、10 層はシルト

や砂礫の土に炭化物が多く混じっており、１層、２層はそれ自体が焼土であった。

　この土坑の性格は、このような土器や埋土のあり方から、生活残滓としての土器破片の廃棄用土

坑とも考えられるが、火や土器を使った何らかの祭祀の痕跡である可能性なども考えられよう。

　遺構の形成時期は、出土した土器に凹線文のあるもの（125 －７・127 － 19）があるので、中期

後半頃とみられる。なお、この年代観によれば土坑１は、１号墓の築造年代よりも新しい。したがっ

て、当該土坑が仮に何らかの祭祀土坑であったとしても、それは１号墓に伴うものではないと考え

られる。
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図119　Ａ東２区　土坑１　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）

１．土坑１　土器出土状況（上位）

２．土坑１　土器出土状況（中位） ３．土坑１　土器出土状況（下位）
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⑩土坑２（図 113・図 120）

　土坑２は、調査区の東端付近で検出した。平面形は、長径 3.36 ｍ、短径 2.2 ｍ程の不整形な楕

円形を呈している。深さは 48cm を検出した。図 120 下図の土層断面図に示したように、土坑の埋

土は厚さ 10cm 前後の主に細砂やシルトが水平に堆積している状況であるが、１層、３層、５層、

７層には炭化物が多く混じっていた。炭化物が混じる点では土坑１の埋土と共通している。

　また、その各層から土器片および木片が出土した。それらの遺物片はそれぞれ番号を付して取り

上げ、土器片は接合検討を行った。その結果、広口長頸壺（128 －２）は比較的大きな破片にまで

接合できたが、それでも完形には至らなかった。（128 －２）がその程度まで接合できたのはむし

ろ例外的であるが、図 120 にも示したように、その各破片は土坑内の各地点に散在している。これ

は、（128 －２）が破片になった状態でこの土坑に放り込まれたことを示している。その他の土器

についても、破片が接合されることはかった。このような土器のあり方も土坑１と共通している。

　土坑１との違いは、出土遺物の密度で土坑２は出土量が少ない。しかし、上記のような埋土や土

図120　Ａ東２区　土坑２　平面・断面・立面図　（Ｓ．＝1/40）
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器片のあり方の共通性から、土坑１と土坑２は同様の性格とみられる。また、その形成時期は、口

縁端面に凹線文が施される（128 －３）などから、土坑１とほぼ同時期とみられよう。

⑪土坑３（図 113・図 121）

　調査区の北東隅付近で検出した。長径 1.6 ｍ、短径 64cm、深さ 32cm を検出したが、北半は調査

区外に出るため、特に本来の長さは不明である。

　遺物が出土しなかったために、形成時期や性格等は不分明である。特にこの 13 層上面には、上

述のように中世の遺構も検出されているので、遺構の形成時期には幅があることが想定される。し

かし、埋土を比較すると井戸１は、図 114 に示したように、粗砂を中心にするが、土坑３の埋土上

位はシルト質になっている。このあり方は先の土坑１・土坑２に近い。このような埋土の共通から、

土坑３は、土坑１・土坑２と同時期である可能性が考えられる。

⑫土坑４（図 113・図 121）

　調査区の南東辺の中央付近で検出した。長径 1.96 ｍ、短径 1.06 ｍの不整楕円形を呈する。深さ

は 58cm を検出した。遺物が出土しなかったために、土坑３と同様に、形成時期や性格等を考察す

ることは難しい。ただ、埋土を観察すると、やはりシルトを主にしているので、上記の土坑と同時

期である可能性が考えられる。

図121　Ａ東２区　土坑３・４　平面・断面図　（Ｓ．＝1/40）
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６．灰褐色粗砂
７．明黄灰色礫砂（図９－13層に対応）
８．濃灰色粘土（図９－14層に対応）
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３．第３遺構面（14 層上面）の遺構と遺物出土状況

　Ａ東区における第３遺構面（14 層上面）対応面は、第２－１次調査における１トレンチ、２ト

レンチ、４トレンチでそれが存在することを確認している。しかし、これらのトレンチ調査ではそ

こに遺構や遺物が存在する徴候が認められなかった。したがって、第２－２次調査で、この地区に

おける第３遺構面での拡張は行っていない。

４．第２遺構面出土遺物（図 122 ～図 129）

　Ａ東区では、第２遺構面を中心に遺物が検出された。それらのうち、図化可能であったものを図

122 ～ 129 に掲げた。その詳細は、土器には別表２－４（327 頁）に、石器は別表３（371 頁）に、

護岸杭等の計測値は別表４－１（375 頁）別表４－２（385 頁）に記した。それぞれ参照されたい。

　図 122 には井戸１出土遺物を示した。

　(122 －１・２)は土師器土釜、(122 －３～５）は瓦器椀である。これらのうち（122 －５）は井

戸枠内の埋土から出土したものであるが、それ以外については井戸１の埋土内であるものの詳細な

出土層位が明確ではない。口縁端部が残存している瓦器椀(122－４・５)についてみると、(122－５）

はごく浅いのであるが、いずれも口縁端部内面に沈線が施されて、端部の形状としては外反してい

るものである。また、底部の形状が分かる (122 －３）は、高台が低く粗雑であり、見込みの暗文

も粗雑な渦巻き文であることが窺える。このような特徴からこれらの瓦器椀は 13 世紀前半頃のも

のとみられ、広口土釜の（122 －１）や鍔部が残存した (122 －２）も同期のものとしても矛盾しない。

井戸１の埋土内から出土した遺物してはこのほか、（122 －８・別表４－２－ 317）の板材があった。

　（122 －６・別表４－２－ 316）の井戸枠として使用された曲物は、遺物としてして取り上げて保

存処理を施した。側板は高さ25.5cm、厚さ1.9cmの板材が曲げられて径44.9cmの筒状を呈している。

側板の内面には、実測図の右半に示したように、板材を曲げやすくするために刻まれた縦位の切れ

目が幾筋も観察できる。曲物の綴じには、桜皮と思しき樹皮が用いられて留められている。側板の

下端には、まわし板がつけられている。まわし板は二重になっていて、高さ 13cm のものの外側に、

高さ 4.5cm のものが取り巻いている。まわし板の綴じも側板と同様の細工になっていて樹皮で留め

られている。また、側板とまわし板の固定には木釘が使われている。木釘は径３mm、長さ 1.7cm 以

上のもので、曲物の下端付近で外側から打ち込まれているが、内側に貫通して突き出した部分は切

断されている。このような釘が横位に並んで打ち込まれており、その数は 35 本に及んでいる。

　（122 －７・別表４－１－ 71）は、曲物の下端で堀方底に打ち込まれていた杭である。先端が尖

るように加工されており、外面には樹皮が残っている。

　図 123 には、３本の杭列として検出した丸木杭を示した。いずれも先端が尖るように加工されさ

れている。径は３～５cm で、長さはおおむね 50cm 程度が残存していた。（123 －１・別表４－１－

72）と（123 －３・別表４－１－ 74）には樹皮が残っている。
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　図 124 ～ 127 に、土坑１出土遺物を示した。土坑１からは多量の土器片が出土したが、そのうち、

図化可能であった 26 点を示した。

　土坑１出土土器の現地調査での取り上げに際しては、土坑が一定の深さを有していたことから、

当初から層位的な検出を意図した。しかし、土坑内埋土の上層から下層に至るまで多量の土器が含

まれていたいたため、各遺物は土層の堆積に対応した状態での検出が不可能であったので、おおむ

ね、土坑埋土中の「上位」・「中位」・「下位」に分けて遺物を取り上げた。図 124・図 125 には上位

出土遺物を、図 126・図 127 の上段には中位出土遺物を、図 127 下段には下位出土遺物をまとめた。

もっとも、後述するように、上・中・下位出土の差は必ずしも時期差を示すわけではない。また、（126

－ 15）や（127 － 26）のように、多少の出土レベルの違いがあっても破片が接合した資料があった。

次に図面に従って出土土器を概観する。

　上位出土土器では、広口壺は、口縁端部のみの残存である（124 －１・２）は長頸になる可能性

があるが、一定程度器形が知れる（124～125 －３・４)は頸部が短いものである。壺の口縁端部は

上下端が肥厚する端面を成しており、その端面や口縁部付近の内面に櫛描文が描かれている。甕

（125－５・６）の口縁部は外傾する端面を成しており、その上端はハネ上げ状に肥厚している。鉢

（125－７）は直立する口縁部で、その外面に４条の凹線文が認められる。

　中位出土土器も、同様で、壺（126 － 11 ～ 13）の口縁端部は外傾する面を成しており、その上

下端を肥厚させる（126 － 12）などの形態的特徴や、端面やその付近が櫛描文で加飾されることも

共通している。甕（126 － 16 ～ 17）はハネ上げ状の口縁部である。鉢には、形態の異なる（127

－ 18）と（127 － 19）がある。（127 － 18）の外面は櫛描波状文・櫛描直線文が施されて加飾され

るが、（128 － 18）は凹線文によっている。

　下位出土土器として、高杯（127 － 23・24）、鉢（127 － 25）、壺底部（127 － 26）を図示した。

高杯の杯部と脚部の接合は、いずれも円盤充填法によっている。鉢（127 － 25）の口縁端部はやや

外傾する面をなし、口縁部外面にヘラ状工具による連続刺突文がある。

　以上の土坑１出土資料については、出土レベルによる差異は、必ずしも同様の器種が出揃ってい

るわけではないので直接的な比較はできないが、時期的な違いとしては認識できない。そしてその

時期は、各土器の形態的特徴のほか、櫛描文と一部の凹線文がみられることなどから、畿内第Ⅲ様

式新段階（佐原 1968。以下、弥生土器の編年は同書による）に位置づけられよう。

　図128に土坑２出土遺物を図示した。壺（128－１～３）、甕（128－４～８）、鉢（128－９）、底部（128

－ 10）のほか、蓋（128 －４）や多孔土器（128 － 11）があった。壺（134 －２）には体部から頸

部にかけて櫛描直線文や櫛描簾状文が施されている。壺（128 －３）の口縁部付近には、櫛描列点

文のほか口縁端面に凹線文が施されている。このような特徴から、土坑２出土土器も土坑１とおお

むね同時期とみられよう。

　図 129 には１号墓の周辺から出土した遺物をまとめた。１号墓の周溝出土遺物は、壺ないし甕底



－ 161 －

図 122　Ａ東２区　井戸１　出土遺物　（Ｓ．＝1/3・1/5・1/6）

０ 20cm（１：３）

０ 20cm（１：５） ０ 20cm（１：６）

１

２

３

４

５

６７

８

:樹皮
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図 123　Ａ東２区　杭列（Ａ-Ａ’）　出土遺物　（Ｓ.＝1/5）

０ 20cm

１ ２

３

図 124　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（１）　　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

上位

１

２

３

:樹皮
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図 125　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

４

５

６

７

８

９

10

上位
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図 126　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

11

12

13

14

15

16

17

中位



－ 165 －

図 127　Ａ東２区　土坑１　出土遺物（４）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

18

19

20

21 22

23
24

25

26

中位

下位
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図 128　Ａ東２区　土坑２　出土遺物　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

１

２

３

４

５

６

７

８

９
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図 129　Ａ東 2区　1号墓周溝およびその周辺　出土遺物　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

１

２

３

１号墓　北周溝

溝 1

１号墓墳丘上（図９－９層最下）

部（129 －１）である。広口長頸壺（129 －２）は溝１埋土の最上層から出土した。石包丁（135 －３）

は１号墓の墳丘直上で出土したが、墳丘が相当な削平を受けているために、１号墓に伴うとはいえ

ない。

　（129 －１）は底部の破片であるため細別時期の特定は難しいが、おおむね中期頃のものであろう。

（129 －２）は、精美な形状をした広口長頸壺である。体部上半から頸部にかけて櫛描直線文が施

されている。体部の下半はヘラミガキによって丁寧に仕上げられている。畿内第Ⅲ様式の内でも中

頃かやや前半に位置づけられるものとみられる。　　
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第４節　Ｂ地区（第４-２次調査）

　Ｂ地区の位置は図 49 に示した。Ｂ地区は、第４－１次調査のトレンチ調査の成果を受けて、当

初は図 130 に示したＢ北区の範囲を設定した。しかし、第４章第４節に記したように、まず上層の

遺構の調査を行ったところ、第４－１次調査で設定したトレンチの間を縫うようにして南方向に溝

が延びることがわかったので、新たにＢ南区を設定して発掘調査を実施した。

　なお、Ｂ南区の東西のそれぞれ外側は第４－１次調査で設定したＢ区４～９トレンチによって調

査を行っている。前述のように、それらのトレンチにおいては下層の縄文時代の遺構面(第3遺構面）

に対応する土層を確認したものの、遺物などの出土がまったくなかった。また、Ｂ南区では上層（13

層）上面（第２遺構面）での調査を終えた段階で、適所に下層遺構の存否確認のためにトレンチを

設定した。しかし、第４－１次調査と同様に、縄文時代の遺構面に対応する土層は確認できるもの

の、遺構や遺物が存在する徴候は認められなかった。したがって、下層（第３遺構面）の調査対象

は、当初の想定どおりにＢ北区のみとした。

１．第１遺構面の遺構と遺物出土状態

　第１遺構面は９層および 11 層上面に対応する面である。第４章第３節で詳述したように、当該

地区では第４－１次調査の４トレンチ、８トレンチ、10 トレンチにおいて 11 層上面で遺構が検出

されている。しかし、それらはいずれも中世以降の素堀溝であるか自然流路であった。

　したがって、当初の踏査方針に則って、今次調査では当該対応面での調査区の拡張を行っていな

い。ただし、Ｂ北区北西隅の溝１については、第２遺構面（13 層上面）まで掘り下げた時点で検

出したが、層位関係を示す調査区壁面の断面（図 12・図 13）を観察、精査したことろ、第１遺構

面に形成された溝であることが明らかであった。

①溝１（図 130・図 134）

　Ｂ北区の北西隅で検出した。南西－北東方向に延びる溝である。溝１は、上述のように、この第

1 遺構面に形成されたものであるが、現地調査では、第１遺構面での平面検出が行われておらず、

これよりも下層に当たる第２遺構面で平面的な検出が行われた。このため、平面図は第２遺構面の

遺構配置図として提示した図 130 の内に示しているが、この遺構はほかの遺構よりも層位的に新し

いものである。また、22 頁に掲げた図 12 をみれば、溝１は溝２と切合い関係があって、溝２より

も新しいこともわかる。

　平面で検出した溝の上端の幅は１ｍ程であるが、断面観察によれば 2.5 ｍ程の規模がある。長さ

は２ｍ程を検出した。検出面積が狭小であったためか、遺物は出土しなかった。これらのことで溝

の性格も不明確であるが、図 134 －１に示した埋土をみると、砂礫や礫など粒子の粗い土砂の堆積

であるから、比較的流れの速い自然流路であった可能性が考えられる。
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２．第２遺構面（13 層上面）の遺構と遺物出土状況

①ピット（図 130・図 131）

　Ｂ北区の北半部で、９基のピットを検出した。図 130 に見えるように、まばらな検出状況でこれ

らのピットから建物配置などを復原することはできない。

　ピットの規模は計測値を表１にまとめた。また平面・断面図は図 131 に示した。これらをみると、

ピットの平面形はおおよそ 30 ～ 40cm の円形を呈している。深さは、ピット４のように 53cm とや

や深いものもあるが、多くは 20cm に満たない浅いものであった。

　このようなことから、これらピットの性格はやや不明確である。また、その形成時期を考える手

がかりとして、ピット２から刻み目のある深鉢の口縁部片および浅鉢と思しき破片２点が出土した。

これは縄文時代晩期のものとみられる。ピット５からは土器の小片３点が出土した。しかし、層位

的には、この第２遺構面は後述するように、縄文時代晩期末葉の土坑が検出されているほか、弥生

時代中期の溝やそれに伴う堰、杭などが検出されている。これらのピットがそれらの遺構と同時期

であれば、弥生時代の可能性も考えられる。すべてのピットが同時期のものであるかどうかも含め、

その形成時期は明確ではない。

②土坑１（図 130・図 132）

　Ｂ北区の北東隅付近で検出した。平面形は長径 1.56 ｍ、短径 1.36 ｍの楕円形を呈する。深さは

44cm を検出した。埋土は暗青灰色砂礫の１層のみで、出土遺物は土器の小片７点が出土したのみ

である。このうち４点は弥生土器片と思えるが、定かではない。このため、遺構の性格やその形成

時期については特定が困難である。

③土坑２（図 130・図 132）

　Ｂ北区北東部で、土坑１から南約 12 ｍの地点で検出した。平面形は長径 1.68 ｍ、短径 1.44 ｍ

の楕円形を呈する。深さは約 52cm である。埋土は青灰色砂礫の１層のみである。土坑２からの遺

物の出土はなかったが、このような平面形、規模、埋土のあり方など土坑１と共通することが多い。

このようなことから、土坑１と同様の性格、形成時期のものと思われるが、なお詳細は不明である。

④土坑３（図 130・図 133）

　Ｂ北区南西部で検出した。平面形は長径 3.44 ｍ、短径 3.14 ｍの不整形な楕円形を呈する。深さ

は 20cm を検出した。図 133 －１に見えるように、埋土は砂礫や粘土になっており、その埋まり方

表１　Ｂ北区　ピット１～９　計測表

遺構名称
長径
（cm）

短径
（cm）

深さ
（cm）

遺構名称
長径
（cm）

短径
（cm）

深さ
（cm）

ピット１ 31 － 12 ピット６ 27 25 22 

ピット２ 42 38 15 ピット７ 38 38 18 

ピット３ 30 26 14 ピット８ 48 41 8 

ピット４ 30 25 53 ピット９ 34 32 10 

ピット５ 42 37 24 
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図131　Ｂ北区　ピット１～９　平面・断面図　（Ｓ．＝1/40）

０ ２ｍ 

１．暗褐色砂礫
２．暗褐色細砂
３．黒褐色砂質土
４．青灰色粘土
　 （図７－13層に対応）

１．ピット１

Ｎ

81.5ｍ

１２

３ ４

Ｎ

81.5ｍ

１

２

２．ピット２

１．黒褐色砂礫土
２．青灰色粘土　
　 （図７－13層に対応）

Ｎ

81.5ｍ

１
２
３

３．ピット３

１．黒褐色砂礫土
２．暗褐色砂礫土
３．青灰色粘土　
　 （図７－13層に対応）

Ｎ

81.5ｍ

１

２

３

４

４．ピット４

１．黒褐色細砂　
２．黒褐色粘質土
３．暗青灰色細砂
４．青灰色粘土　
　 （図７－13層に対応）

Ｎ

81.5ｍ

１
２３ ４

５．ピット５

１．黒褐色砂礫土
２．黒褐色粘質土
３．暗褐色砂礫
４．青灰色粘土　
　 （図７－13層に対応）

Ｎ

81.5ｍ

１

２

６．ピット６

１．黒褐色礫砂
２．青灰色粘土
　 （図７－13層に対応）

Ｎ 

７．ピット７

１．暗褐色砂質土
２．黄灰色粗砂
３．青灰色粘土
　　（図７－13層に対応）　　

81.5ｍ

１

２ ３
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８．ピット８

１．暗褐色礫砂
２．青灰色粘土
　 （図７－13層に対応）

81.5ｍ

１

２

Ｎ

81.5ｍ

１
２
３

９．ピット９

１．黒褐色砂質土
２．暗青灰色粘土
３．青灰色粘土
　 （図７－13層に対応）
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も水平堆積になっていないことから、人為的な埋め戻しを思わせる。遺物は土器片が３点出土した

が、細片であるため時期の特定が困難である。上のような遺構の状態は上記の土坑１や土坑２とは

様相が異なっており、むしろ次に述べる縄文時代晩期の土器が出土した土坑４に近い。そうであれ

ば、土坑３についても同時期のものと考えられるかもしれないが、定かではない。

⑤土坑４（図 130・図 133）

　Ｂ北区南半の中央付近で検出した。平面形は長径 3.88 ｍ、短径 2.84 ｍの不整形な楕円形を呈し

ている。深さは約 20cm を検出した。埋土は、図 133 －２に示したように、褐色系の砂礫と青灰色

の粘土がブロック塊状に堆積しており、人為的に埋め戻された様子が窺える。遺物は、縄文時代晩

期末葉にあたる深鉢（165 －１）の破片が出土した。この土器片は、ほかの土坑などから出土した

ものに比べると、破片の大きさが大きいという特徴がある。このような出土遺物から、遺構の形成

時期についても当該期であると考えられる。

⑥溝２（図 130・図 134）

　Ｂ北区北西隅部で、南西－北東方向に延びる３条の平行する溝を検出した。上述のように、その

うちの溝１は本来第１遺構面に形成されたもので、溝２・溝３とは形成時期が異なる。

　溝２は幅 84cm、深さ 12cm、長さ約４ｍを検出した。埋土は、図 134 －２に示したように、暗褐

色の砂礫か礫砂で、比較的粒子の粗い土砂の堆積となっている。遺物は出土しなかったが、このよ

図132　Ｂ北区　土坑１・２　平面・断面図（Ｓ．＝1/40）

Ｎ 

１．土坑１

１．暗青灰色砂礫　
　  (ブロック状の青灰色粘土・灰色砂を含む)
２．青灰色粘土（図７－13層に対応）

81.5ｍ

１２ ２

Ｎ 

２．土坑２

１．暗青灰色砂礫
　  (ブロック状の青灰色粘土・灰色砂を含む)
２．青灰色粘土（図７－13層に対応）

81.5ｍ

１２ ２

０ ２ｍ
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うな埋土の様相からみれば、比較的流れの早い自然流路であった可能性が考えられる。

⑦溝３（図 130・図 134）

　Ｂ北区北西隅部で検出した。南西－北東方向に延びる溝で、溝２の南東側にあって溝２と平行し

ている。幅 1.12 ｍ、深さ 20cm、長さ約７ｍを検出した。埋土は、図 134 －３に示したように、下

層に当たる２層が黒褐色礫砂であるが、上層の１層が粘質土になっている点で、上記の溝２とは異

なっている。遺物は出土しなかった。

⑧溝４（図 130・図 135 ～図 143）

　Ｂ地区において南北方向に延びる溝である。後述するように、溝４には堰や護岸杭などが設置さ

図134　Ｂ北区　溝１・溝２・溝３・溝５　土層断面図　（Ｓ．＝1/40）

０ ２ｍ４．溝５

１．青灰色細砂
２．灰白色礫（図13－13-14層に対応）
３．暗青灰色粘土（図13－14-4層に対応）
４．暗青灰色砂礫（図13－14-5層に対応）

81.5ｍ

１１２２ ２２

４４

３３３３

３．溝３

１．暗褐色粘質土
２．黒褐色礫砂
　 （第３層がブロック塊状に混入）
３．青灰色粘土（図13－13-11層に対応）
４．暗青灰色粘土（図13－14-3層に対応）

１１
２２３３

４４
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１．暗褐色砂礫
２．暗褐色礫砂
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４．暗青灰色粘土（図13－14-3層に対応）
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５．青灰色粘土（図13－13-11層に対応）
６．暗青灰色粘土（図13－14-3層に対応）

木 81.5ｍ
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れていた。当該調査区の標高は南西が高く北東が低い地形である。これらのことから、溝４は南北

方向に流れる流路であったことがわかる。

　Ｂ南区では、南西－北東方向の溝と南東－北西方向の溝の２条が認められるが、Ｂ北区南端付近

でこの２条の溝が合流していることがわかる。溝４は、この合流点から緩やかな円弧を描きつつ北

東方向に延びている。溝の幅は１～ 1.5 ｍ程で、長さは 110 ｍ以上を検出した。

　また、図 135 は溝４の各地点の横断面を示したものである。各地点が南から北になるように１～

６の順に配置した。これを見ると溝底の標高が南から北にいくに従って低くなっていることがよく

わかる。断面図に見られる溝の深さは、南半では 20cm 程度であるが、北半部では 40cm 程となって

いる。埋土は、粗砂や砂礫が主体であるが、北端に近いｆ－ｆ '断面などでは細砂も見られる。

　埋土中から、土器の小片 80 点ばかりが出土した。そのうち図化可能であった４点を実測して図

166 に示した。小片の中には縄文土器と思しき破片も含まれていたが、時期がある程度わかるもの

は図 166 ように弥生時代中期のものが主体になる。このような出土遺物から、溝４の形成時期は当

該期であると考えられる。また、後述する護岸杭や堰などは、いずれも溝４に設けられた施設であ

るから、それらの時期も当該期とみられるものである。

　護岸杭や堰などの施設に用いれらた木杭などが比較的よく残存している地点は５箇所あった。図

136・図 137・図 138・図 142・図 143 にそれぞれ平面図を示した地点であり、その位置関係は図

130 の溝４全体図中に明示した。

　図 136 に示した範囲は、Ｂ南区北半の南東隅部に当たる。この部分の溝４は幅 70cm 程で検出さ

れた。その北岸を中心に５本の杭が打ち込まれている状態で検出された。そのうちの２本を実測し

図 167 に示したが、ほかの杭もおおむね径３～４cm の丸太杭で先端が加工されたものである。こ

れらの杭は護岸施設として設置されたと考えられ、本来は横木なども伴ったと思われるが残存して

いなかった。

　図 137 の平面図に示した範囲はＢ北区のほぼ中央付近に当たる。この部分で、溝４は、長さ約４

ｍにわたって、幅が約２ｍとやや広くなっている。ここに堰１およびそれに付随する導水施設が設

けられていた。

　堰１は、図 137 に示したように、溝に直行する方向に列をなして矢板や杭が打ち込まれている状

態を検出した。図 137 の平面図を見れば、杭および矢板の列は南列と北列の２列になっているよう

に見える。南列は、幅 10cm 強、残存長 60cm 程の矢板が打ち込まれている状況が、比較的よく残存

していた。北列は、（169 － 14・別表４－１－ 104）のような矢板も残存していたが、南列に比べると、

径３cm 程の丸太杭が多用されているらしい。

　南列と北列の間隔は約 60cm ある。この間には土嚢や土などが充填され堰堤が構築されていたと

想定できる。南北の杭および矢板列はそのような堤の下部にあって、護岸の機能を果たしていたと

考えられよう。
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０ ２ｍ

図135　Ｂ地区　溝４　土層断面図（ａ－ａ’～ｆ－ｆ’）　（Ｓ．＝1/40）

※アルファベット記号は図130に対応する。
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図 136　Ｂ地区　溝４　ｇ－ｇ’付近の杭等出土状況　(Ｓ.＝1/40)
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図 137　Ｂ地区　溝４　堰１付近の杭等出土状況　(Ｓ.＝1/40)

※遺物番号は図168・図169に対応する。
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　溝４は、上述のように南の標高が高いので、北方向に流れる流路であったと想定できる。つまり、

この堰によって水位が上昇するのは堰の南側であった。図 137 の平面図に示したように、この部分

の東側でおおむね東西方向となる木樋を検出した。

　木樋（169 － 18・別表４－２－ 329）は、長さ 117.7cm、幅 17.9cm、厚さ 3.4cm が残存していた。

横断面が極浅いＵ字形を呈し、窪んでいる面を上に向けた状態で検出された。また、木樋の南側辺

に接する位置に打ち込まれた杭（169 － 19・別表４－１－ 118）を検出した。これ以外に残存した

杭はなかったのであるが、杭（169 － 19）は、木樋（169 － 18）をこの位置に固定する目的で打た

れたものと考えられる。

　ただし、堰１の南側での溝４の検出深さは約 12cm 程しかなく、木樋（169 － 18）もレベルとし

ては第２遺構面（13 層）の直上と同様の高さで検出されたもので、上部の構造が不明である。また、

この木樋に繋がるその他の樋や溝なども検出することができなかった。このように不明な点は多い

が、検出した位置関係からみれば、木樋は、堰１と連動して溝の東方向に導水する目的で設置され

たと考えられる。

　次に、堰２はこの堰１から北方向すなわち下流 7.5 ｍの地点で検出した。このような近い位置で

２箇所の堰が同時に機能していたと考えるのはいささか不自然である。同じ溝４に設置されたもの

ながら、２つの堰には僅かな時期差があって、いずれかの上部が壊れるなどして機能しなくなった

時に、それを補完する目的で改めて別個の堰が造られたなどと考えられよう。

　堰２付近の平面図は図 138 に示した。堰２も堰１と同様の構造がみられた。すなわち、溝４の幅

が堰の付近で広くなっていること、堰堤を築いたとみられる矢板および杭の列が２列の状態で検出

されたこと、堰堤の上流側で堰き止めた水を導水するための溝が検出されたことである。

　溝４の幅が広くなっている範囲は長さ約５ｍで、検出幅は約 6.5 ｍになっている。この付近では

深さは 36cm 程度が検出できた。ここに堰２が築かれていた。

　堰２は２列の矢板等の列として検出できた。図 138 および図 139 に示した堰２の平面図に示した

ように、矢板等の列である南列と北列の間隔は中央付近で約 40cm である。この間に土嚢や土など

を充填して堰堤を構築していたと想定できる。矢板等の列はその堰堤の下部を護る目的で打ち込ま

れたものであろう。その立面図は図 139 上図（ｋ－ｋ’）に示した。南列の方が残存状況がよく、

合計 50 本の矢板と杭が隙間なく打ち込まれている状況が検出できた。矢板と杭のそれぞれの数は

矢板が 29 本、丸太杭 21 本で、矢板の数量が多い。北列は合計 23 本の矢板と杭が検出された。こ

のうち、矢板は６本、丸太杭は 17 本である。

　この堰２の上流側すなわち南西側で、北方向に導水する目的とみられる溝が検出された。図 138

に示したように、幅 68cm、長さは 1.4 ｍ程が検出できたが、深さは数 cm 程度が検出できたのみで、

辛うじて溝底の形状がわかる程度の残存状況であった。また、この溝の護岸に関係するとみられる

杭を含めて、東西 3.6 ｍ、南北 1.4 ｍ程の範囲内で、丸太杭が打ち込まれた状態で残存していた。
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図138　Ｂ地区　溝４　堰２付近の杭等出土状況（１）　(Ｓ.＝1/40)
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０ ２ｍ

図140　Ｂ地区　溝４　堰２付近の杭等出土状況（３） （Ｓ．＝1/40）
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その状況は、図 139 ～図 141 に平面図および立面図を示した。ただし、遺構の残存状況が悪くこれ

らの杭がどのように機能していたのか、不分明である。

　堰２の下流側すなわち北東側に、護岸杭列の様相が比較的よく残存していた箇所があった。堰２

から約 2.4 ｍ下流の右岸に当たるｍ－ｍ’付近と、同じく約 12 ｍ下流の s －ｓ’付近である。そ

の検出状況は図 140 と図 142 にそれぞれ示した。これらはいずれも杭のみが残存したのであるが、

元は横木などを伴った護岸施設であったと考えられる。

　図 140 上図に示したｍ－ｍ’付近は、約 1.8 ｍの間に、30 ～ 40cm の間隔をあけて６本の杭が打

たれていた。そのうち２本の杭（175 － 48・別表４－１－ 201）と（175 － 49・別表４－１－ 202）

の実測図を示した。いずれも太さ３～４cm の丸太杭である。図 142 に示したｓ－ｓ’付近は、約

7.6 ｍの間に 41 本の丸太杭が検出された。それぞれの間隔は、残存状況によって広くあいている

所もあるが、やはり元は 30 ～ 40cm 程であったと思われる。杭の実測図は、13 点を選んで図 176・

図 177 に（176 － 58）～（177 － 70）として示した。

　堰３は、溝４の調査区内における最北端に位置している。この付近で、杭と矢板を合計７本検出

した。堰１や堰２に比べると残存状況が悪かったのであるが、図 143 の平面・立面図に示したよう

図141　Ｂ地区　溝４　堰２付近の杭等出土状況（４）（Ｓ．＝1/40）
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に、杭（177 － 74・別表４－１－ 283）のほか１本が、溝の岸ではなくほぼ中央に打ち込まれてい

たこと、矢板（177 － 78・別表４－１－ 287）が幅の広い面を流路に平行する方向に向けていたこ

とから、溝４そのもののの護岸施設ではなく、堰堤施設に関わるものと判断した。

⑨溝５（図 130・図 134）

　Ｂ北区北東隅部で検出した。南北方向の溝で幅約 80cm、深さ 44cm を検出した。遺物等は出土し

なかった。

３．第３遺構面（14 層上面）の遺構と遺物出土状況

①第３遺構面上面の遺物出土状況（図 144・図 145・図 146・図 147・図 148・図 149）

　第３遺構面に当たる 14 層上面で、多数の土器片・石器片等の遺物が分布している状況を検出した。

この 14 層上面で検出される遺物が基本的に原位置を保ったものであると考えられることは、「第３

章　基本層序」で詳述した。このＢ地区で検出された遺物についても同様に考えてよい。

　これらの遺物のうち土器については、後述するように縄文晩期中葉の篠原式期を中心にしている。

また、この面で検出した遺構から出土した土器はやはり篠原式に比定できる。このような状況から、

以下に述べる当該遺構面に形成されたその他の遺構も当該期のものと考えられる。

　さて、図 144 に示したように、第３遺構面上には、土器片や石器片の遺物が分布し、この面で建

物跡や土器棺などの遺構が検出できた。遺物片の分布状況は、調査区全体に均等に分布するのでは

なく粗密があることは、Ａ西区の第３遺構面と同様である。このＢ地区では、遺物が集中的に部分

布する範囲を「遺物群」としてとらえたが、それは後述する５群に分けられ、その詳細は図 145 ～

図 149 に示した。なお、これらの図に示した各遺物は、検出時の原位置について、トータルステー

ションによってその位置を記録し得たものである。しかし、同遺構面で出土した大量の遺物の全て

をこのように記録できたのではない。それは遺構面自体が検出時点では水分を含んで粘性度が高く、

図 143　Ｂ地区　溝４　堰３付近の杭等出土状況　（Ｓ．＝1/40）

※遺物番号は図177に対応する
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図144　Ｂ地区　第３遺構面　平面図（Ｓ．＝1/500）
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検出が困難であったことによる。原位置を保ち得なかった遺物については、調査区を１ｍ四方に区

切った各区画ごとに取り上げることで、出土地点のおおむねの位置を把握することに務めた。また、

このようにして取り上げた遺物については、整理作業の過程で接合検討を行い、接合関係が明確に

なった場合には、図 145 ～図 149 の各図に矢印記号で明示した。

　第１群は、図 144 に示したように、Ｂ地区の北半部にある。東西約 22.5 ｍ、南北約 15 ｍの範囲

内でコンテナ（60 × 40 × 15cm）８箱分の遺物が出土した。

　第２群はＢ地区中央やや南寄りの地点に当たる。長軸（北西－南東方向）約 15 ｍ、短軸（北東

－南西方向）約 7.5 ｍの範囲内でコンテナ３箱分の遺物が出土した。

　第３群・第４群・第５群は、Ｂ地区の中央のやや南東側の地点に当たる。第３群が北西、第４群

が北東、第５群がその２群の南側に位置する。これらが一群になると見られなくもないが、設定し

た各群に挟まれる位置に当たる、土器棺墓５・土器棺墓６・焼土６等が存在する付近は、遺物の分

布が希薄になるのでこの部分を境にして３群に分けた。

　第３群は径 5.5 ｍの範囲にコンテナ約１箱分、第４群は径約６ｍの範囲にコンテナ約２箱分、第

５群は径約 10 ｍの範囲にコンテナ５箱分の遺物が出土した。

　これらの遺物は、土器片の場合は数 cm ～５cm 程度の大きさまでに破片化したものが大部分であ

る。これらの接合検討を行ったところ、基本的にはお互いに接合しなかったが、図 145 ～図 149 に

示したように一部接合できたものがあった。ただしその場合でも、完形に近くなるほど接合できた

ものはなく、復元できたとしても一個体分の半分にも満たないものが大部分であった。また、ほと

んどの場合、接合できた２点の破片間の距離は 50cm ～１ｍ程度までであったが、第１群の深鉢（182

－６）は 9.1 ｍ、深鉢（183 －９）は 1.7 ｍ、第２群の底部（197 － 22）は２ｍ、第４群の底部（203

－７）は 2.9 ｍの距離をおいて出土した破片が接合した。このほか、第２群の北側にある土器棺墓

４に用いられた浅鉢（180 －４）は、南約８ｍの地点の、第２群中の遺物として出土した土器片と

接合した。この接合関係は、次に述べる遺構と遺物群の関係を考える観点からも重要である。

　すなわち、上記の遺物分布の各群の周囲を見ると後述する各種の遺構が存在していることがわ

かる。第１群（図 145）では東側に建物２が接しており、中央付近のやや遺物片が希薄な地点に

は、土器棺墓１や土壙墓１、土坑１、土坑２、土坑３、土坑４、焼土１が検出された。第２群（図

146）では、北西端付近から約３ｍ離れた地点で建物１が検出され、その東側に土器棺墓２・土器

棺墓３・土器棺墓４・焼土３などが検出された。第３群（図 147）・第４群（図 148）・第５群（図

149）に挟まれる位置では、上記のように、土器棺墓５・土器棺墓６・焼土４・焼土５・焼土６・

焼土７などが検出された。遺構自体も、Ｂ地区全体に分布するのではないから、このような遺物分

布の各群と遺構の分布との間には相当な相関関係があることを示している。

　このことをより明確にするのは、上記の浅鉢（180 －４）の接合関係である。（180 －４）は、後

述する土器棺墓４において別の深鉢（180 －５）とともに土器棺として使用されたものである。こ
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　　　　図 145　Ｂ地区　第３遺構面　第１群の遺物分布状況（Ｓ．＝1/100）　     

※遺物番号は図182～図192に対応する
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図 146　Ｂ地区　第３遺構面　第２群の遺物分布状況　（Ｓ．＝1/100）　　

※（180－４）以外の遺物番号は、図193～図199に対応する
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のような遺構に伴う土器が、８ｍもの距離をおいて遺構面直上に分布する土器片と接合した。この

ことは、同様の状態で出土したこれらの遺物が分布した時期が、少なくとも土器棺墓４の形成時期

と差がないことを示しており、両者の間に一定の関係があることの証左といえよう。

②建物１（図 144・図 146・図 150・図 151・図 152・図 153）

　調査区の中央の西寄りで検出した。第３遺構面上面に分布する遺物の第２群の分布範囲（以下、

第２群と略記する。また、第１群などほかの遺物群についても同様とする。）の北西側に接する位

置に当たる。

　柱穴は 10 基を検出したが、後述するように、その柱穴には柱材が残存していたり、柱材は腐朽

図 147　Ｂ地区　第３遺構面　第３群の遺物分布状況　（Ｓ．＝1/100）

※遺物番号は図200～図201に対応する
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していたがその痕跡が残っていたために、柱材の元のおおよその大きさがわかるものが５基あった。

それらはいずれも半裁柱で、最も残存状況がよかった柱穴９の柱材の弦面側の幅は 52cm であった。

このように、建物１の柱には大形の半裁柱が用いられたことが大きな特徴である。このような柱が

樹立されている遺構は、その配置によって環状木柱列や方形木柱列とされることが多い。しかし、

ここでは、後述するように、この木柱によって区画される地点のほぼ中央に焼土を検出し、これが

地床炉である可能性も考えられることから「建物」とした。

　図 150 に示したように、検出した 10 基の柱穴のうち主柱穴に相当するのは、柱穴４・柱穴５・

柱穴７・柱穴９の４基であるとみられる。その場合、梁間 2.2 ｍ、桁行 3.4 ｍの建物規模になる。

図 148　Ｂ地区　第３遺構面　第４群の遺物分布状況　（Ｓ．＝1/100）　　　                              

※遺物番号は図202～図204に対応する
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図 149　Ｂ地区　第３遺構面　第５群の遺物分布状況　（Ｓ．＝1/100）　　　                               

※遺物番号は図205～図214に対応する
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　しかし、柱穴９－柱穴７のラインを見れば、その北側に柱穴１が、南側に柱穴６があり、これら

が直線上に並んでいる。また、柱穴４－柱穴５のラインの北側には柱穴３があり、柱穴３－柱穴１

のライン上に柱穴２が位置している。特に、柱穴１と柱穴６には幅 30cm 程の半裁柱が用いられて

おり、建物の構造に関わっていた可能性が考えられる。そうであれば、梁間 3.7 ｍ、桁行 4.5 ｍの

１間×３間の規模をもつ建物に復原することができる。ただし、そのような復原をするには南東隅

の柱が検出されていないことが難点である。

　現地調査においても、柱穴３－柱穴４－柱穴５が直線上に並ぶことは認識しており、その南延長

に、西側辺の柱穴６に対応する柱穴が存在することを想定して精査を繰り返している。しかし、そ

こにその痕跡を見い出すことはできなかった。この部分は、後の攪乱を受けていないことが明らか

であるから、ここに柱は立てられていなかったとみなければならない。

　そこで、主柱穴は柱穴４・柱穴５・柱穴７・柱穴９であり、その他の柱は上屋構造を支える柱で

はないと理解した。そうすると、今度は逆に柱穴１・柱穴６・柱穴３などの柱の機能を理解するこ

とが困難になる。特に、上記のように柱穴１と柱穴６にはやや大きい半裁柱が用いられているので、

これが建物の外に立っているとすれば、一種異様な光景となろう。

　しかし、掘立柱建物の隅角の柱がなくても上屋を支えることができたのかという検討も含め、本

来の上屋構造を復原することは考古学調査ではなしえない。したがって、ここでは、主柱が上屋の

構造を支えたという前提に立ち、１間×１間の建物を想定したものである。

　検出した 10 基の柱穴の大きさのほか柱材に関する情報等を表２にまとめた。また、柱穴の図面

図150　Ｂ地区　建物１　平面図　(Ｓ.＝1/60)
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図151　Ｂ地区　建物１　柱穴　平面・断面・立面図（１）　（Ｓ．＝1/20）
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２．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

２

３．柱穴３

81.2ｍ

Ｎ

１ ２ ３

１．灰色粘質土（炭化物混じる）
２．暗灰色粘質土
３．暗青灰色粘質土
４．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

１

２

３

ａ ａ’

ｂ
’

ｂ

ａ’

ｂ

４

４．柱穴４

ｂ
’

8
1
.
2
ｍ

ａ

81.2ｍ

４

Ｎ

２
２

１．暗青灰色粘質土（炭化物多く混じる）
２．暗青灰色粘土（礫少し混じる）
３．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

５．柱穴５

8
1
.
2
ｍ

１

３

Ｎ

１

２

１．暗青灰色粘質土　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　  （炭化物非常に多く混じる。直径0.5mmの礫少し混じる）

２．暗灰色礫砂土
３．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

３

６．柱穴６

8
1
.
2
ｍ

Ｎ
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図152　Ｂ地区　建物１　柱穴　平面・断面・立面図（２）　（Ｓ．＝1/20）

石

１

１．暗灰色砂礫（柱痕）
２．暗青灰色礫砂土
３．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

２２ ３

１．柱穴７

81.2ｍ

Ｎ

81.2ｍ

１

２

１．暗灰色粘質土
　　（炭化した木片や木の実が多く混じる）
２．暗青灰色粘土
　　（礫少し混じる）
３．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

２

３

２．柱穴８

Ｎ

１

ａａ’

１

２

１．黒灰色粘質土（炭化物層）
２．暗青灰色粘土（礫少し混じる）
３．青灰色粘土（土器片混入）
４．暗青灰色礫砂
５．暗青灰色粘土(図７－14層に対応）

３ ４

１

ａ ａ’

ａａ’

ｂ
ｂ
’

ｂ
’

ｂ

５

81.2ｍ

8
1
.
2
ｍ

81.2ｍ

５
５

３．柱穴９

Ｎ

１

２

１．暗青灰色粘質土
　　（炭化物多く混じる）
２．暗青灰色粘土
　　（砂礫少し混じる）
３．暗青灰色粘土
　　（図７－14層に対応）

３

４．柱穴10

81.2ｍ

Ｎ

０ １ｍ
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は図 151・図 152 に示した。これらを見ると、主柱穴とした柱穴７や柱穴４、柱穴９の規模が相対

的に大きく検出面での長径が 70 ～ 75cm 程ある。柱材としての木材が残存していた柱穴は、柱穴１・

柱穴３・柱穴４・柱穴５・柱穴６・柱穴９である。このうち、柱穴１・柱穴４・柱穴９の柱材は残

存状況が比較的良好で半裁柱であることがよくわかる。また、柱材の残存状況が悪い柱穴５や柱穴

６のほか柱材が全く残っていない柱穴７や柱穴８についても、柱痕や柱穴の形状からやはり半裁柱

であると考えられる。一方で、柱材が一部残存した柱穴３のほか柱穴２と柱穴 10 は、柱穴の形状

から円柱が用いられたとみられよう。つまり、建物１で検出した 10 基の柱穴のうち、主柱穴の４

基の柱のほか３基の計７基に半裁柱が用いられ、残りの３基は円柱が用いられていた。

　半裁柱の大きさは、最も大きいものが柱穴９から出土した柱で、弦面の幅 52cm であった。この

柱材については残存した弧面から原木の径を復原すると 50cm 以上はあることがわかる。そのほか

の柱材は、柱痕などから復原すると弦面の幅 30 ～ 40cm 程度のものが用いられていた。

　半裁柱の弧面が向けている方向については一定の法則性を見い出しがたい。柱痕からの復原も踏

まえて見ると、柱穴１は弧面をおおむね北に向け、柱穴４・柱穴５・柱穴６・柱穴９は弧面をおお

むね南に向けている。柱穴７は弧面をおおむね南西に向けている。

　残存した柱材の樹種は、表２に記したように、半裁柱のうち最も大きく残存状況が良好であった

柱穴９の柱がカヤであり、その他の柱はすべてクリであった。

　また、残存した柱材のうち４点について、放射性炭素による年代測定を行った。その結果は別表

１に一覧したので参照されたい。ただし、同表において、各試料のそれぞれの最も確立の高い数値

をとれば、クリの柱材（柱穴１・３・４）はいずれもおおむね前 10 世紀頃となっているが、カヤ

の柱材（柱穴９）は前 12 世紀頃となっている。今回の測定結果による限りは、試料によって年代

差があることは留意するべきである。

　建物１に伴って２基の焼土塊を検出した。図 150 に示したように、主柱穴に囲まれるものを中央

表２　Ｂ地区　建物１　柱穴等計測表

柱穴 残存した柱材（括弧内は柱痕跡）
放射性炭素
年代測定長軸

（cm）
短軸
（cm）

深さ
（cm）

幅･径

（㎝）
厚さ
（㎝）

長さ
（㎝）

重量
（ｇ）

樹　種 木取

柱穴１ 51 30 38 25 15 32 4,090 ブナ科クリ属クリ 板目 別表１－３参照

柱穴２ 34 25 37 （19）

柱穴３ 33 27 42 10 2 23 200 ブナ科クリ属クリ 板目 別表１－４参照

柱穴４ 70 49 54 42 6 45 4,280 ブナ科クリ属クリ 板目 別表１－５参照

柱穴５ 61 50 49 （30）（18）（50）

柱穴６ 66 47 32 5 4 20 130 ブナ科クリ属クリ 板目

柱穴７ 75 30 23 （30）（13）（23）

柱穴８ 44 20 28

柱穴９ 69 57 38 52 16 60 14,500 イチイ科カヤ属カヤ 板目 別表１－６参照

柱穴 10 25 23 17

※樹種同定は、株式会社パリノサーヴェイによる。
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焼土、東側のものを東焼土とした。

　中央焼土は、４基の主柱穴に囲まれる位置で検出した。図 153 に示したように、14 層上面にあっ

て、その場で火が焚かれたためにそこが焼土化した状況である。焼土の範囲は東西 80cm、南北 1.06

ｍ程の大きさである。柱材との位置関係から地床炉の痕跡である可能性も考えられる。

　東焼土は、柱穴４－柱穴５ラインの東約 1.5 ｍの位置で検出した。建物に比較的近い位置にある。

建物１が住居であるとすれば、これに伴う屋外地床炉の痕跡の可能性も考えられる。しかし、後述

するように、当該調査区の 14 層上面では、建物からやや離れた位置でいくつかの焼土塊が検出さ

れている。建物１東焼土としたものもそうした焼土塊の一つである可能性もあろう。

　図 153 に示したように、層位的なあり方は中央焼土と同様である。平面図を見ると東西に２つの

焼土塊が並んでいるようであるが、元は東西 30cm、南北 18cm 程の範囲をもつ１つのものであった

と考えられよう。

③建物２（図 144・図 145・図 154・図 155・図 156・図 157）

　調査区の北端付近の中央よりやや東寄りで検出した。第１群の東側に接する位置に当たる。

　建物２は、図 154 に示したように、亀甲形に配置された主柱穴とみられる６基の柱穴があり、そ

の東に２基の張出柱の柱穴があって、全体としては五角形の建物となっている。このような平面形

態の建物を、石井寛氏は「藤平型」と呼び分類した（石井 1995）。また荒川隆史氏は「Ｇ２類」と

図153　Ｂ地区　建物１　中央焼土・東焼土　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）

０ １ｍ

２２

１１

１．明褐色細砂（焼土）
２．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

81.5ｍ

Ｎ

１１

81.5ｍ

２２

２．東焼土１．中央焼土

Ｎ
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図154　Ｂ地区　建物２　平面図　（Ｓ．＝1/60）

０ ３ｍ

柱穴７

柱穴８

西焼土

柱穴１

柱穴６

柱穴５ 柱穴４

柱穴３

柱穴２

東焼土東焼土

Ｎ

図155　Ｂ地区　建物２　柱穴　平面・断面・立面図（１）（Ｓ．＝1/20）

０ １ｍ

１

２

１．暗青灰色粘質土（砂礫多く混じる）
２．暗灰色礫砂
３．黒灰色粗砂
４．暗青灰色粘質土（柱が炭化したもの）
５．暗青灰色礫砂（図７－14層に対応）

１

２

３

４

５

１．柱穴１

81.1ｍ

Ｎ

木片

１

２

１．暗青灰色礫砂土
２．黒灰色礫
３．暗青灰色礫砂（図７－14層に対応）

３

２．柱穴２

81.1ｍ

Ｎ

１

２

３

１．暗青灰色粘質土（礫多く混じる）
２．暗灰色礫砂土
３．黒灰色粗砂
４．暗青灰色粘質土（細砂混じる）
５．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

４

１

２

５

３．柱穴３

81.1ｍ

Ｎ
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図156　Ｂ地区　建物２　柱穴　平面・断面・立面図（２）（Ｓ．＝1/20）

０ １ｍ

２２

１１

３ ３

４

１．暗青灰色粘質土
    （礫多く混じる・炭化物少し混じる）
２．暗灰色礫砂土
３．黒灰色粗砂
４．暗青灰色粘質土（細砂混じる）
５．暗青灰色礫砂（図７－14層に対応）

１．柱穴４

81.1ｍ

５

Ｎ

１

２

１

２

１．暗青灰色粘質土（礫多く混じる）
２．暗青灰色礫砂土（炭化物多く混じる）
３．黒灰色粗砂
４．暗青灰色粘質土（炭化物混じる）
５.暗青灰色礫砂（図７－14層に対応）

３

３

４ ５

２．柱穴５

81.1ｍ

Ｎ

１

２

１．暗青灰色粘質土
２．黒灰色粘土（直径1mmの粗砂多く混じる）
３．暗青灰色粘質土（炭化物少し混じる）
４．暗青灰色砂礫砂（図７－14層に対応）

１
３

４

３．柱穴６

8
1
.
1
ｍ

Ｎ

１

２

１．暗青灰色砂礫
２．黒褐色礫砂（炭化物混じる）
３．暗青灰色粘土（直径1～3㎜の礫多く混じる）
　　　　　　　 （図７－14層に対応）

３

４．柱穴７

81.0ｍ

Ｎ

１

２

１．暗褐色砂礫
２．暗褐色砂礫
３．暗青灰色礫砂（図７－14層に対応）

３

５．柱穴８

81.0ｍ

Ｎ
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した（荒川 2009）。また、各部の名称は上屋構造をどのように復原するかにもかかっており、論者

によって異なっているので、以下、便宜上「母屋」・「下屋」・「主軸柱」などの用語は荒川氏に従う。

　６基の主柱穴からなる母屋の桁行は 3.3 ｍ、梁間は 2.9 ｍであり、梁からそれぞれ東と西へ突出

する２本の主軸柱の突出長は 20cm と短い。下屋の東西長は約３ｍであり、建物の中央での最大長

は 6.6 ｍとなる。後述するように、地床炉は母屋の中央のほか、この下屋のほぼ中央でも確認した。

また、検出した柱穴の大きさのほか柱材に関する情報等を表３にまとめた。また、柱穴の図面は図

155・図 156 に示した。

図157　Ｂ地区　建物２　焼土　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）

０ １ｍ

１１
２２

１．西焼土

１．褐色砂質土（焼土・やや粘性あり）
２．暗青灰色粘土 （直径 1～ 3㎜の礫多く混じる）
    　　　　　　 （図７－14 層に対応）

81.2ｍ

Ｎ

１１
２２

１．暗青灰色礫砂（焼土・炭化物混じる）
２．褐色砂質土（焼土）
３．暗青灰色礫砂 (図７－14 層に対応）

３３

２．東焼土

81.2ｍ

Ｎ

表３　Ｂ地区　建物２　柱穴等計測表

柱穴 残存した柱材（括弧内は柱痕跡）
放射性炭素
年代測定長軸

（cm）
短軸
（cm）

深さ
（cm）

幅･径

（㎝）
厚さ
（㎝）

長さ
（㎝）

重量
（ｇ）

樹　種 木取

柱穴１ 49 46 56 24 － 44 13,000 イチイ科カヤ属カヤ 心持 別表１－７参照

柱穴２ 46 39 41

柱穴３ 45 38 30 12 36 2,470 イチイ科カヤ属カヤ 心持

柱穴４ 56 52 46 24 － 53 15,000 イチイ科カヤ属カヤ 心持

柱穴５ 54 53 59 27 22 72 19,000 イチイ科カヤ属カヤ 心持 別表１－８参照

柱穴６ 47 39 41 3 18 イチイ科カヤ属カヤ 不明

柱穴７ 31 28 18

柱穴８ 32 30 32

※樹種同定は、パリノサーヴェイ株式会社による。
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　母屋の柱穴の堀形は、平面形態は円形で、径は 50cm 前後、深さはおおむね 40 ～ 50cm である。

下屋の柱穴の堀形の平面形態も円形で、径は約 30cm 程、深さは 20 ～ 30cm 程と母屋に比べて小さ

く浅い。

　柱材が残存した柱穴は、柱穴１・柱穴３・柱穴４・柱穴５・柱穴６で、このうち柱穴６は残存状

況はあまり良くなかったが、その他は比較的良好な残存状況で、すべてが円柱であることがわかっ

た。それらの直径は、特に残存状況が良好な柱穴４の柱材を参考にすると 30cm 程度とみられる。

　残存した柱材の樹種はすべてカヤであった。また、柱穴１と柱穴５出土の柱材について放射性炭

素による年代測定を行い ､その結果を別表１に一覧した。詳細は別表１を参照されたいが、それぞ

図158　Ｂ地区　焼土１～４　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）

１．褐色砂質土（焼土・しまり悪い）
２．暗青灰色粘土（直径 1～ 2㎜の礫混じる）
　　　　　　　　 （図７－14 層に対応）

１１

１．焼土１

２２

81.2ｍ

Ｎ 

１１
２２ ２２

３３

４４

１．暗褐色砂質土（焼土）
２．暗青灰色粘土（直径 0.5mm の礫多く混じる）
３．褐色砂質土（焼土）
４．暗青灰色粘土（直径 1～ 2㎜の礫混じる）
　　　　　　　　 （図７－14 層に対応）
２．焼土２

81.2ｍ

Ｎ 

１１ １１
２２

１．赤褐色粘質土（焼土）
２．青緑灰色粘土（図７－14層に対応）

３．焼土３

81.2ｍ

Ｎ 

１１

２２

１．暗赤褐色砂質土（焼土）
２．青灰色粘土（図７－14層に対応）

４．焼土４

81.2ｍ

Ｎ 

０ １ｍ
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れの最も確率の高い数値を取れば、暦年校正年代は、柱穴 1は Cal BC 1,124 － 973、柱穴５は Cal 

BC 1,212 － 1,016 となっている。今回の測定による限りは、同じ建物の柱材でも年代差があり、 

また上述の建物 1の柱材を試料とした場合とも異なっている。このような差異が生じる理由は、測

定方法や測定の精度をも含め、定かではない。

　建物内の焼土として、図 154 に示したように、東焼土と西焼土を検出した。いずれも地床炉の痕

跡と考えられる。

　東焼土は母屋のほぼ中央で検出した。図 157 の断面図に示したように、14 層上面が焼土化した

状態を検出したものである。焼土の範囲は東西 1.2 ｍ、南北１ｍ程の大きさで、焼土の厚さは最大

で 10cm 程あった。

　西焼土は下屋の中央で検出した。層位的な状況は東焼土と同様である。東西、南北とも 70cm 程

の大きさで東焼土に比べると小さく、焼土の厚さも薄い。

④焼土（図 144・図 158・図 159）

　第３遺構面（14 層）上面で、14 層自体が焼土化している箇所を７箇所検出した。これらは屋外

炉の性格を持つものと理解されるが、ここでは焼土として報告する。

図159　Ｂ地区　焼土５～７　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）

２２

１１
１１

１．褐色砂礫（焼土）
２．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

１．焼土５

81.2ｍ

Ｎ

１１

２

１．褐色砂礫（焼土・しまり悪い）
２．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

２．焼土６

81.2ｍ

Ｎ

１１

２２

１．褐色砂礫（焼土・しまり悪い）
２．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

３．焼土７

81.2ｍ

Ｎ

０ １ｍ
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　焼土１は第１群の中央やや北寄りで検出した。東西 28cm、南北 54cm 程の大きさである。厚さは

約４cm を検出した。

　焼土２は調査区の西端部、中央よりやや北寄りの地点で検出した。図 158 －２の断面図に示した

ように、焼土は２層に分層できる状況であった。下層の焼土の範囲は長さ 60cm 程あり、この上面

に青灰色粘質土が堆積した後、東西 30cm、南北 36cm 程の焼土が形成されていた。

　焼土３は第２群と第３群に挟まれる位置で検出した。東西、南北とも 60cm 程の大きさである。

　焼土４は第５群の西端付近で検出した。東西 66cm、南 80cm 程の大きさである。

　焼土５は調査区の南東部、第４群の北東部で検出した。北半の一部について土層確認のトレンチ

を先行してしまい欠損した。東西 70cm、南北 56cm 以上の広がり確認した。

  焼土６は調査区の南東部にあって、第３群、第４群、第５群に挟まれる位置で検出した。東西

70cm、南北 62cm 程の大きさである。

　焼土７は焼土６の南約２ｍの地点に当たる第５群の北辺部付近で検出した。東西 80cm、南北 1.1

ｍ程の大きさである。

⑤土器棺墓１（図 144・図 145・図 160）

　調査区の北半部で、第１群の中央付近で検出した。図版 64 に見えるように、当初土層確認のた

めのトレンチが先行したために、墓壙の全体を平面で検出することに失敗した。しかし、トレンチ

の断面を積極的に活用しつつ、現に残っていた遺構面で堀方の上端を検出したうえで一部を復原し

て図 160 に示した平面形とした。

　墓壙の規模は東西 84cm、南北 78cm となる。深さは 19cm を検出した。この墓壙の底に、深鉢（178

－１）が口縁部を北に向けて横位で置かれていた。図 160 －１の立面図をみると、口縁部がやや傾

斜しているが、墓壙の底のレベルが一定で水平になっているので、深鉢自体を斜位に置いたとは言

えない状況である。

　深鉢（178 －１）は、図 160 －１や図版 64 に示したように、埋置後にその場で割れて破片化し

ているが、接合するとほぼ完形に復元することができた。

⑥土器棺墓２（図 144・図 146・図 160）

　調査区の中央付近のやや東寄りで、第２群の北側、建物１の東約３ｍの地点で検出した。

　墓壙は東西 74cm、南北 70cm の円形の平面形を呈している。深さは 20cm を検出した。墓壙の底に、

口縁部を北西に向けた深鉢（178 －２）が横位で置かれていた。ただし、墓壙底のレベルを図 160

－２によって見ると、底部側がやや低くなっているようで、そうであれば口縁部側をやや高くした

斜位が意識されていた可能性が考えられる。

　深鉢（178 －２）は、底部がやや欠損していたが、それ以外はほぼ完形に復元できた。なお、こ

の土器の内面に付着していた炭化物の放射性炭素年代測定を行った。別表１にその結果を一覧した

が、そのうち最も確率の高い数値を採ると、暦年較正年代は、Cal BC 1,127-940 である。
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図160　Ｂ地区　土器棺墓１～３　平面・断面・立面図　（Ｓ．＝1/20）
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図178-2
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１

１．暗青灰色粘土
　 （図７－14層に対応）

１

１．土器棺墓１

１
２

３

１．暗青灰色粘質土
   （直径0.5～1mmの礫少し混じる）
２．暗青灰色粘土
   （直径0.5～1mmの礫混じる・
     炭化物混じる）
３．暗青灰色粘質土（炭化物混じる）
４．暗青灰色粘土
   （図７－14層に対応）
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２．土器棺墓２

３．土器棺墓３

１

２

１．暗青灰色粘質土（炭化物少し混じる）
２．暗青灰色粘土
   （炭化物少し混じる・
　　直径3mmの礫混じる）
３．暗青灰色粘質土（炭化物少し混じる）
４．暗青灰色粘土（直径3㎜の礫混じる）
                （図７－14層に対応）
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図179-３
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⑦土器棺墓３（図 144・図 146・図 160）

　調査区の中央付近のやや東寄りで、第２群の北側、建物１の東約３ｍの地点で検出した。土器棺

墓２の南約 50cm の近接した地点であった。

　墓壙は東西 42cm、南北 54cm の不整楕円形の平面形を呈している。深さは 20cm を検出した。墓

壙の底に口縁部を北西に向けた深鉢（179 －３）が置かれていた。図 160 －３に示したように、墓

壙底のレベルは、土器棺の長軸方向で見た時に底部側が低くなっていることがわかる。断面図を作

成した地点では約８cm の比高差があって、土器棺の埋置に際して斜位が意識されたことが窺える。

　深鉢（179 －３）は図上では完形に復原しているが、底部が僅かに欠損して欠落部分がある。ま

た底部は接合が可能であったものの多くの破片に分かれていた。ただし、この部分の割れ方は粘土

紐の接合部での剥離であって、明確な打撃痕を見出すことはできない。出土時点では底部は割れて

いて多くの破片になっていたが、その地点で検出した破片を接合した結果として、ほぼ完形の土器

に復元できたものである。このようなことから、土器棺墓３は、僅かに底部が欠損しているものの

ほぼ完形の深鉢が土器棺として使用されたと考えられる。

⑧土器棺墓４（図 144・図 146・図 161）

　調査区の中央付近のやや東寄りで、第２群の北側、建物２の東約６ｍの地点で検出した。土器棺

墓２・土器棺墓３とはほど近く、それらの東約２ｍの地点に位置している。

　墓壙の平面形は、東西52cm、南北 64cmの不整楕円形を呈している。深さは、最大20cmを検出した。

墓壙の底に口縁部を北東に向けた深鉢（180 －５）が置かれていた。墓壙の底のレベルは、図 161

－１に示したように、約 13cm の比高差があって南の方が低くなっている。この墓壙に深鉢の胴部

を下にして置くのであるが、土器は、この底面に直接置かれるのではなく、約５cm の土を入れて

からその後に安置されている。しかしその場合でも、深鉢の長軸方向に比高差があるので土器は口

縁部を上方に向けた斜位になってる。深鉢（180 －５）は、墓壙内で割れた状態で出土したが、各

破片を接合したところ口縁部の一部を欠損していたがほぼ完形に復元できた。

　また、この土壙墓４が特徴的なのは、深鉢（180 －５）のほか浅鉢（180 －４）が用いられて一

つの土器棺を構成していたことである。浅鉢（180 －４）は本来の器形の約３分の１程度が残存し

ているものであるが、図 161 －１に示したように、口縁部を上にして、その割れ口を深鉢（180 －５）

の口縁部の埋置状態での下部に押し当てて置くことで、土器棺としての底面を繋いで延長している

のである。このような構成の土器棺墓は、今次調査で検出したもののなかでは他に例がない。この

ことは深鉢（180－５）が他の土器棺に比べて器高が低いことと関係していると思われる。すなわち、

深鉢が棺として用いるにはやや小さかったために、大きく割れた浅鉢の破片を利用して棺の大きさ

を確保したなどと考えられよう。

　また、上述のように浅鉢（180 －４）は、図 146 に見えるように、南約８ｍの第２群中の遺物と

して出土した土器片と接合した。このことは、遺構面上の遺物分布の第２群と土器棺墓４の形成時
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図161　Ｂ地区　土器棺墓４～６　平面・断面・立面図　（Ｓ．＝1/20）

２．土器棺墓５

１１．暗青灰色粘土
  （礫多く混じる）
２．暗青灰色粘土
  （図７－14層に対応）
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図181-６

３．土器棺墓６

１．暗青灰色粘土
   （礫多く混じる・しまり悪い）
２．暗青灰色粘土
   （図７－14層に対応）
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１．土器棺墓４

１．暗青灰色粘質土
２．暗青灰色粘土（礫少し混じる）
　　　　　　　　 (図７－14層に対応）
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期が同時期で、両者に一定の関係があったとを示している。

⑨土器棺墓５（図 144・図 147・図 161）

　調査区の南東部で、第３群の南東側で検出した。この地点は、第３群、第４群、第５群に挟まれ

る位置である。南 50cm 足らずの地点に焼土６が、３ｍ程の地点に焼土７がある。また、東 2.5 ｍ

の地点には土器棺墓６がある。

　墓壙の平面形は、東西 58cm、南北 70cm の不整楕円形を呈している。深さは 18cm を検出した。

墓壙の底のレベルはほぼ水平で、ここに土器棺として深鉢（181 －６）が口縁部を南に向けて横位

で置かれていた。土器棺はその場で割れた状態であったが、接合復元したところ、底部が欠損して

いたことが明らかになった。墓壙内から出土した土器片で接合する破片がなかったから、この土器

は墓壙内に持ち込まれる前に、底部が欠けていたと考えられる。

⑩土器棺墓６（図 144・図 148・図 161）

　調査区の南東部で、第４群の西辺付近で検出した。西 2.5 ｍの地点に土器棺墓５があり、焼土６

などもほど近い距離にある。

　墓壙の平面形は、東西 62cm、南北 54cm の不整楕円形を呈している。深さは 16cm を検出した。

墓壙の底のレベルはほぼ水平で、ここに土器棺として深鉢（181 －７）が口縁部を西に向けて横位

で置かれていた。土器棺はその場で割れた状態であったが、接合復元したところ、土壙墓５の深鉢

と同様に、底部が欠損していた。深鉢（181 －７）も墓壙内に持ち込まれる前に、底部が欠けてい

たと考えられる。

⑪土壙墓１（図 144・図 145・図 162）

　調査区の北半部で、第１群の中央付近で検出した。平面形は、図 162 に示したように、南北

図162　Ｂ地区　土壙墓１　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）

０ １ｍ

１．暗褐色砂礫（炭化物多く混じる）
２．暗褐色微砂（炭化物混じる）
３．暗青灰色粘土（直径0.5mmの礫混じる）
４．暗青灰色粘土 (図７－14層に対応）
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98cm、東西 52cm の大きさで、北辺の形状ががやや丸みをもつのの、東、南、西辺が直線的で隅丸

長方形を呈している。深さは 36cm を検出した。

　遺構内から骨片など墓に由来する遺物が検出されたのではないが、当該遺構面における後述する

土坑などと比較すると、規模が大きいことや平面形状として長方形が意識されているとみられるこ

となどから、ここでは土壙墓と考えた。ただし、これが土壙墓であったとしても、長軸の長さが１

ｍ程しかなく、規模が小さいことから成人の墓とは考えにくい。

　埋土は暗褐色の砂礫や砂、暗青灰色の粘土で、細片化した土器片や炭化物が混じっていた。炭化

物は何らかの有機質が埋まっていたことを示唆している。

⑫土坑（図 145・図 146・図 163）

　土坑は合計５基を検出した。 これらはいずれも規模が小さく、規模の面からは柱穴との区別が

図163　Ｂ地区　土坑１～５　平面・断面図　（Ｓ．＝1/20）

１．暗青灰色粘土
    （直径5mmの礫・炭化物多く混じる）
２．暗青灰色粘土
３．暗青灰色粘土
    （直径1～2mmの礫混じる）
     (図７－14層に対応）
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１ ３

１．土坑１
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１．暗青灰色微砂
　　（炭化物多く混じる）
２．暗褐色粘土
３．暗青灰色粘土
　　（直径1mm大の礫多く混じる）
４．暗青灰色粘土
　　（直径1～2mmの礫混じる）
　　（図７－14層に対応）

４

２．土坑２

81.0ｍ
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２

１．黒褐色微砂（炭化物多く混じる）
２．暗青灰色粘土
３．暗青灰色粘土
　　（直径1～2mmの礫混じる）
　　（図７－14層に対応）

２ ３

３．土坑３
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１．暗青灰色微砂
２．暗青灰色粘土
    （直径1～2mmの礫混じる）  
    （図７－14層に対応）

４．土坑４
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１．暗青灰色粘質土
　　（柱痕・下半に有機物多く混じる）
２．暗青灰色粘土
    （直径0.5～1mmの礫混じる）
３．暗青灰色粘土（図７－14層に対応）

２

５．土坑５
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Ｎ
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０ １ｍ
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つきにくい。後述のように埋土の様相から柱穴の可能性を考えられるものもあるが、いずれにして

も断定ができない。ここでは、それぞれの遺構の平面的な位置関係から建物の柱穴とは考えにくい

ため、土坑として報告する。

　土坑１～４は、調査区の北半で、第１群の中央付近で検出した。図 145 に示したように、長軸４

ｍ、短軸２ｍ程の範囲内に４基が存在している。これらの北側から北東側の至近の位置には、焼土

１、土壙墓１、土器棺墓１がある。

　土坑１は平面形は径 22cm の円形で、深さは 14cm を検出した。土坑２は平面形は長径 40cm、短

径 30cm の不整楕円形で、深さは 28cm を検出した。土坑３は平面形は長径 58cm、短径 34cm の不整

楕円形を呈する。土坑４は平面形は長径 36cm、短径 28cm の不整楕円形を呈する。深さは 22cm を

検出した。

　これらの埋土は、図 163 に示したように、おおむね青灰色の粘土か微砂となっている。ただし、

土坑３については他より深さが深く、１層とした黒褐色微砂は径 18cm の円柱状を呈するので、柱

痕である可能性が考えられる。

　土坑５は、これらとはやや離れた位置で、調査区の中央、やや西寄りで検出した。図 146 に示し

たように、建物１の北東隅の柱穴から約３ｍ東の位置に当たる。

　平面形は径 30cm 程の歪な円形を呈し、深さは 22cm を検出した。埋土は、図 163 －５に示したよ

うに、堀方の中央に断面形が方形になる土層が確認できる。1 層とした青灰色粘質土で、調査時の

原図には「下半に有機物が混じる。柱痕か」という註記があった。柱材ともみられた有機質は取り

上げられておらず、現状では確認できない。調査時の所見通りであれば、建物１のやや東に、１本

だけの木柱が立っていたことになるが、定かではない。

４．第１・第２遺構面ほか上層出土遺物（図 164 ～ 177）

　Ｂ地区の第１・第２遺構面ほかの上層出土遺物のうち、図化できたものを図 164 ～ 177 に掲げた。

これらのうち、土器についての詳細は別表２－５（335 ～ 336 頁）に記した。石製品および木製品

の計測値は別表３（371 ～373頁）・別表４（374 ～ 386 頁）に記した。それぞれ参照されたい。

　図 164 には、第４－１次調査として行ったトレンチ調査などによって出土した遺物を掲載した。

　小形土師皿（164 －１）と中形土師皿（164 －２）は、第４－１次調査２トレンチの８層上面で

検出した素堀溝（図 38）の埋土中から出土したものである。いずれも 13 世紀後半以降のものと考

えられ、素堀溝の形成年代を示している。

　（164 －３～５）・（164 －８）は、第４－１次調査 10 トレンチの出土である。10 トレンチの 11

層上面で、南西から北東方向に流れていたとみられる自然流路を検出している。この流路出土遺物

として、土師器皿（164 －３）、石釧（164 －８）があった。図を一瞥すればわかるように、その帰

属時期には幅がある。
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図 164　Ｂ地区　第１・第２遺構面ほか上層　出土遺物　（Ｓ.＝1/3・2/3）
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図 165　Ｂ地区　土坑４　出土遺物　（Ｓ.＝1/3）
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図 167　Ｂ地区　溝４　出土遺物（ｇ－ｇ’付近）　（Ｓ.＝1/5)

図 166　Ｂ地区　溝４　出土遺物　（Ｓ.＝1/3)
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図 168　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰１付近（１））　（Ｓ.＝1/5）
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図 169　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰１付近（２）・木樋）　（Ｓ.＝1/5・1/8）
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図 170　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰２付近（１））　（Ｓ.＝1/5）

０ 20cm

20

21

22

23

24

25
: 樹皮

ｋ－ｋ’



－ 216 －

図 171　Ｂ地区　溝４　出土遺物（堰２付近（２））　（Ｓ.＝1/5）
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図 172　Ｂ地区　溝４ 出土遺物（堰２付近（３））　（Ｓ.＝1/5）
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図 173　Ｂ地区　溝４ 出土遺物（堰２付近（４））　（Ｓ.＝1/5）
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図 174　Ｂ地区　溝４ 出土遺物（堰２付近（５））　（Ｓ.＝1/5）
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図 175　Ｂ地区　溝４ 出土遺物（堰 2付近（６））　（Ｓ.＝1/5）
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０ 20cm

図 176　Ｂ地区　溝４　出土遺物（ｓ－ｓ’（１））　（Ｓ.＝1/5）
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図 177　Ｂ地区　溝４　出土遺物（ｓ－ｓ’（２）・Ａ－Ａ’・ｔ－ｔ’）　（Ｓ.＝1/5）
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（第４-１次調査１トレンチ）
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　流路の上層出土遺物は、土師器皿（164 －３）である。（164 －３）は 2/3 から 3/4 程度の残存率

である。８世紀中頃のものであろう。

　流路下層からは石釧片（164 －８）が出土した。緑色凝灰岩製の石釧の破片で、残存長は約３cm

である。残存部の円弧から復原すると最大径７cm 程のものであったと考えられる。石材の色調は

淡緑灰色を呈している。軟質な石材で、石材としては良質とはいえない。

　外面の装飾をみると、上端から下端まで、幅１㎜、深さ１㎜の縦方向の溝が１mm 程の間隔をあ

けて平行に刻まれている。内外面および破断面には、外面のこの人工的な線刻とは別に、岩石の形

成時に生じた厚さ１㎜ほどの層状堆積が明瞭に観察できる。層状堆積の層離線は横方向に延びてい

るので、外面では、層離線が線刻と直交しており一種の装飾的効果となっている。母岩からこの釧

を作るときには、当初からこのような装飾的効果が考慮されて、削り出す方向が選ばれたと考えら

れる。

　このほか、土師器皿（164 －４）は 10 トレンチの上位遺物包含層から出土した。底部だけの破

片であるが、その外面に「膳」字の墨書が認められる。

　図 164 のうち、石包丁（164 －６）・（164 －７）は、第４－２次調査のＢ北区・Ｂ南区でそれぞ

れ出土したものである。いずれも片岩製で、現状では小破片になっている。この２点は、出土地区

は明確なものの、遺物取り上げカードに「側溝」や「上層」と書かれているのみで、それ以上の詳

細がわからなくなっていたものである。

　（164 －６）は層状剥離も進んでおり、図示状態の左側の面は外面を残しているが、右側の面は

剥離面になっている。残存部に径約３㎜の円孔がある。

　（164 －７）は破片化しているが、両外面は残っている。高さ 5.4cm で、下端には刃部が作り出

されている。残存部に径約７mm の円孔があるほか、そこから 1.5cm 離れて同様の孔が穿たれた痕

跡が残っている。

　図 165 は第２遺構面で検出した土坑４から出土したものである。深鉢（165 －１）は、底部を欠

損しているが、口縁部から胴部までの約 1/2 ほどが残存していて、比較的大きな破片であるといえ

る。口頸部から胴部にかけて緩やかに「Ｓ」字状に繋がる形状で、口頸部と胴部の境界は窄まった

ところにある。口唇部は水平な面をなし、外面にやや突出している。その直下に低平ながらも断面

三角形を呈する凸帯が貼り付けられている。凸帯の下端には軽く浅い刻目が施されている。また、

頸胴部界付近に１条のヘラ描沈線文が巡っている。このような形態から、（165 －１）は長原式（家

根 1982）の深鉢と考えられる。

　また、この（165 － 1）の内面に付着した炭化物について、放射性炭素年代測定をおこなった。

別表１にその結果を一覧したが、そのうち最も確率の高い数値をとると、暦年較正年代は Cal BC 

696-538 である。

　図 169 ～ 177 には、溝４に設置された各堰に用いられた杭・矢板等から抽出して図化可能であっ
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たものを掲載した。上記のように、その計測値等は別表４－１・４－２（375 ～386 頁）としてま

とめているので参照されたい。

　これらのうち、特筆するべきものとして溝４堰１と連動して用いられたとみられる木樋（169 －

18）がある。長さ 117.6cm、幅 18.4cm が残存している。断面図に示したように、図示した面を上

面にしてこの面がＵ字形に窪むように加工されている。とは言うものの、現状ではほぼ平らな板に

なっているので、現状の木材だけで木樋の機能を果たしたとは考えにくい。前述した遺構の状態や

出土状況からこれが木樋の一部であると考えたのであるが、そうであれば、本来は、両側辺などに

残存しなかった何らかの施設があったものと考えられる。

　なお、溝４に関連して出土した、この木樋（169 － 18）のほか杭や矢板など木製品等の数量は

224点であった。このうち、任意に選んだ151点について樹種の同定を行い、その結果も別表４－１・

４－２に記している。種別ごとでは、杭 125 点、矢板 22 点、木樋１点、板材１点、自然木２点の

樹種同定を行った。

　杭では最も多いのは、ブナ科コナラ属コナラ亜属クヌギ節の 71 点で、杭全体の 57％を占める。

矢板では、ブナ科クリ属クリの７点やムクロジの６点が多かった。なお、このクリやムクロジは、

今回同定した中では杭には用いられない樹種である。木樋（169 － 18・別表４－２－329）は、ブ

ナ科シイノキ属スタジイであった。スタジイは、このほかには杭に用いられていたが、その数は１

点であった。つまりスタジイは、杭としては一般的な樹種ではないことが伺われ、逆に木樋という

やや特殊な用途に用いられたことがわかる。

　また、これらの杭等のうち堰２に用いられていたもののなかから、任意に矢板 1点（別表４－１

－ 169）を選んで放射性炭素年代測定を行った。別表１にその結果を一覧したが、そのうち最も確

率の高い数値をとると、暦年較正年代は Cal BC 176-45 である。

５.第３遺構面出土遺物 （図 178 ～図 221）

  Ｂ地区第３遺構面で出土した土器・土製品は、コンテナ（40 × 60 × 15 ㎝）にして 27 箱である。

また石器・石製品はコンテナにして約７箱分あり、その内訳は、製品もあるが多くはサヌカイトの

剥片であった。それらの中から、図化可能であったものを抽出し、土器 173 点、土偶３点、石器

73 点を図化し、図 178 ～ 221 に掲げた。また漆塗木製品も出土しており、そのうち図化可能であっ

た５点を図 199・217 に掲げた。

　これらの形態・大きさをはじめとする詳細は、土器については別表２－６（337 頁～ 370 頁）、石器・

石製品については別表３（371 ～ 373 頁）に記したので参照されたい。

　なおＢ地区の縄文土器についても、Ａ地区と同様に篠原式の形・型式分類は千氏（千 2011）に従う。

また石器についても、器種の弁別が難しいものは、Ａ地区同様に「磨石・敲石」や「石皿・台石」

のように一括している。
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①土器棺墓

　図 178 ～181には当該地区で検出した土器棺を図示した。深鉢２類が１点、深鉢４類が４点、深

鉢６類が１点、浅鉢Ｃ類が１点である。このうち土器棺墓４では深鉢と浅鉢が同じ墓壙内から出土

した。

　（178 －１）は土器棺墓１に用いられていた深鉢である。ほぼ完形で、胴部はほとんど膨らまず

口頸部から底部まで直立して繋がる深鉢４類である。口頸部はケズリ調整されている。

　（178 －２）は土器棺墓２に用いられていた深鉢である。胴部から口縁部までは緩やかに「Ｓ」

字のように繋がる深鉢６類である。底部は欠損しているが、意図的に破損されたとは考えにくい。

口頸部外面はナデの後何らかの工具で調整を加えているらしく、一部に条痕が残っている。胎土に

は長石が多く見られ、やや粗い素地である。なお、この土器の内面に付着していた炭化物の放射性

炭素年代測定を行った。別表１にその結果を一覧したが、そのうち最も確率の高い数値をとると、

暦年較正年代は Cal BC 1,127-940 である。

　（179 －３）は土器棺墓３に用いられていた深鉢である。直線的に繋がる深鉢４類で、口縁部と

胴部の一部を欠損しているが、ほぼ完形の土器である。口唇部には断面「Ｖ」字形の刻目（以下「Ｖ」

字形刻目）が施される。

　（180 －４）・（180 －５）は土器棺墓４に用いられていた浅鉢と深鉢である。

　（180 －４）は口頸部が「く」字形に内屈する浅鉢である。全体の 2/3 程度が残存しているが、

墓壙内から出土した破片は、全体の 1/3 程度であった。残りは第３遺構面上に分布した土器のうち、

第２群から出土したものと接合した（図 146）。口頸部は部分的に研磨されているが、二枚貝条痕

やケズリ調整されている箇所があり、粗製化が見られる。口縁部には、一部欠損しているが、台形

状の突起が付けられていたと考えられる。また、口頸部には補修孔とみられる焼成後穿孔が認めら

れる。

　（180 －５）は完形の深鉢で、深鉢４類である。全体に残存状況が良好で、特に底部は割れなど

の痕跡も見受けられない。口頸部はナデ調整され、胴部は弱いケズリ調整が見られる。

　（181 －６）は土器棺墓５に用いられた深鉢で、深鉢４類に当たる。胴部には放射状の割れ目が

あるが、その破片は大きい。しかし底部付近は胴部と比較して、細かく割れており、一部は欠損し

ている。外面調整は全体に弱いケズリ調整で、粘土紐の接合痕跡が明瞭である。

　（181 －７）は土器棺墓６に用いられた深鉢で、口頸部が胴部から直立して繋がる深鉢２類である。

底部以外は完存している。ナデの後の何らかの工具による調整痕である条痕が一部に残っている。

口唇部には「Ｄ」字形の刻目がある。

　以上の土器棺のなかには、外面や内面に煤や炭化物が付着している（178 －１）・（179 －３）・（180

－５）・（181 －６）・（181 －７）がある。このことから、これらの土器は日常的に使用した土器を

棺に転用したものと考えられる。
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②第１群

　当該地区では、土器棺墓以外からも縄文土器や石器が多数出土している。これらは第３遺構面直

上出土の遺物である。ただし、これらの遺物は調査区全体に満遍なく分布するのではなく、一定の

範囲に一つの単位を形成して分布していた。このように遺物が集中的に分布する範囲を「遺物群」

として捉え、それぞれを第１群～第５群の遺物群として扱った。以下、第１群～第５群について叙

述していく。

　第１群ではコンテナ８箱分の土器片が出土しており、そのうち深鉢 30 点、浅鉢６点、底部片９点、

小型土器２点、その他土器片６点、土偶２点を図化した。石器・石製品は 159 点出土し、このうち

石鏃３点、 削器４点、 打製石斧２点、 磨製石斧１点、 磨石・敲石３点、石皿・台石１点を図化

した。

　図 182 ～ 186、図 187 の上半には深鉢を図示した。口唇部に刻みがある深鉢は（182 －５）・（183

－７）・（183 －８）・（183 － 11）～（185 － 16）・（185 － 19）の 20 点が図化できたが、このほか

図化できていないものが 20 点ある。

　（182－１）は口頸部が短く屈曲する深鉢１類である。口頸部の調整は二枚貝条痕のちナデである。

　（182 －２）～（182 －４）は深鉢２類である。（182 －２）・（182 －４）は口頸部の調整が二枚貝

条痕のちナデである。これに対し（182 －３）はナデ調整で、特に頸胴部界の内面は強いナデ調整

が及んでいる。

　（182 －５）～（183 －７）は深鉢３類である。深鉢３類は頸部と胴部の境界が明瞭な器形である。

（182 －５）は口頸部の調整が二枚貝条痕である。胴部は 1/5 ほどしか残存しないが、頸胴部の境

界付近に「Ｃ」字形爪形文が巡るとみられる。これは谷尻式の系譜を引くものと考えられる（岡田

2011）。これ以外の（182 －６）・（183 －７）は、ともに口頸部がナデ調整され、また全体的に文様

が施されない典型的な篠原式の深鉢である。

　（183 －８）・（183 － 10）～（184 － 14）は深鉢４類である。当該地区で出土した土器は、図化

できていないものも含めて多くは平口縁であるが、（183 －８）は緩やかな波状口縁である。口唇

部には「Ｄ」字形の刻目がある。これも含め第１群の深鉢４類は、いずれも残存部が少なくはっき

りとしないが、口頸部はナデ、胴部はケズリ調整されている。

　（184 － 15）～（186 － 20）は深鉢６類である。（184 － 15）は口頸部が比較的長く、緩やかに外

反している。口唇部に刻目が施されているが、各々の刻目を見ると、「Ｄ」字形や「Ｖ」字形のも

のが混在しており整然としていない。残存状態は、口縁部よりも胴部の方が良い。（186 － 20）は

深鉢６類としたが、口頸部が２cm と短いことが特徴的である。以上の２点は、口頸部の調整が二

枚貝条痕であるが、これら以外はナデである。

　（186 － 21）・（186 － 22）は深鉢７類である。（186 － 21）は口頸部と胴部の境界を強いナデ調整

で区画しているので、滋賀里Ⅲａ式である可能性が高い。
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　（186 － 23）・（187 － 25）・（187 － 26）は深鉢８類である。（186 － 23）は口縁部が僅かに外反し

ている。口縁部には焼成後の穿孔が見られるが、これは補修孔と考えられる。それ以外の（187 －

25）・（187 － 26）は口縁部から胴部にかけて緩やかに繋がっている。

　浅鉢は図 187 および図 188 のそれぞれ一部に図示した。（187 － 28）～（187 － 30）・（188 － 32）

の４点は浅鉢Ｃ類、（188 － 31）は浅鉢Ｅ類、（188 － 33）は浅鉢Ｆ類である。

　（188 － 32）は胴部上半で肩部を形成し、短い口頸部に繋がる。口縁部内面には沈線が引かれて

いるので、浅鉢Ｃ２類に当たる。（188 － 33）は口縁部外面に沈線が引かれ、口唇部内面は僅かに

肥厚している。口縁端部には低い山形の突起がある。

　図 188 の下半には異系統土器を図示した。なお、前述の（182 －５）は瀬戸内地方の谷尻式に類

似するが、近畿地方の晩期中葉の組成として谷尻式は一般的に伴うとされ、異系統土器として扱わ

れていない（岡田 2011 Ｐ 72）ことから、ここでもそれに従う。

　（188 － 34）～（188 － 36）は深鉢の口縁部である。いずれにも口唇部に「Ｂ」字状突起が付け

られている。口縁部には平行する３条の沈線が巡り、上段２条の沈線間に、刺突文が横位に列をな

して施されている。この文様は、羊歯状文が崩れた意匠ではなく、ある程度規則的に刺突文が並ん

でいることから、大洞Ｃ１式の特徴と言えよう。また（188 － 34）・（188 － 35）は、その胎土や焼

成から同一個体である可能性が高い。

　（188 － 37）は瘤付土器である。貼瘤が明瞭なことから、瘤付土器第Ⅱ段階に当たるだろう。こ

れは後述する後期後葉の宮滝式に併行するとされている（小林 2008）。（188 － 39）と胎土、色調

や焼成が似ているので、同一個体かと考えられる。

　このほか異系統と考えられる土器が２点ある。（188 － 38）・（188 － 40）はどちらも縄文が施文

されている。縄文のあり方や胎土などから、北陸地方または中部地方からの搬入品と考えられる。

　（188 － 41）は小型の深鉢である。小型ではあるが、胴部上半が張り出す肩部を持つ深鉢７類の

形状をしている。

　図 189 の上半には宮滝式の深鉢を図示した。いずれも沈線の幅が緩やかなことから、宮滝２式（岡

田 2008）に相当すると考えられる。

　図189の中位には底部片を図示した。（189－45）・（189－46）・（189－48）は凹底である。特に（189

－ 46）は底面の凹みが明瞭である。（189 － 47）は平底である。（189 － 49）～（189 － 53）の５

点は尖底である。

　図 189 － 54・55 には小型土器を図示した。小型土器は２点あるが、いずれも粗雑なつくりであ

るために、時期の特定は困難である。

　図 189 － 56・57 には土偶を図示した。（189 － 56）は土偶の腕部で、先端は欠損しているが、腕

部のほぼ全体が残存しているとみられる。残存高 4.9cm、残存幅 1.5cm、厚さ 1.4cm である。色調

は暗褐色である。腕部は屈曲して円弧を描いている。胴部との接合部分で剥離しており、この剥離
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面の中央は僅かに凹んでいる。（189 － 57）は全面に赤色顔料が塗布された土偶の下半身であるが、

片脚は付け根から欠損している。残存高 3.6cm、残存幅 2.5cm、厚さ 1.1cm である。全体的に偏平

な作りである。脚部を開いており、僅かに括れた腰の表現も見られる。残存部の外面には、剥離に

より判然としない部分も多いが、長さ４～５mm の沈線が１～２mm の間隔を開けて断続的に引かれ

ている箇所が２ヶ所で観察できる。またこの土偶の特徴は、股部から胴部に向けて、斜め上方向に

最大４mm ほどの円孔が貫通していることである。このような消化器系土偶は、近畿地方では奈良

県橿原遺跡（岡崎 2011）や大阪府更良岡山遺跡（大野 2002）、同船橋遺跡（岡本 2005）で確認さ

れている。

　図 190 ～図 192 には石器を図示した。（190 － 58）～（190 － 60）はサヌカイト製の石鏃である。

いずれも平面形を見ると、二等辺三角形状をしている。（190 － 58）は基部の抉りが浅い凹基式で、

脚端部は尖っている。両側縁は直線的で鋸歯状になっている。（190 － 59）は基部の抉りが非常に

浅く、凹基式か平基式か判別し難いもので、未製品の可能性がある。両側縁はやや内彎し、鋸歯状

になっている。（190 － 60）は抉りの深い凹基式で、両側縁が直線的でかつ鋸歯状になっている。

脚端部は丸い。

　（190 － 61）～（190 － 64）はサヌカイト製の削器である。いずれも刃部は外彎している。（190

－ 62）～（190 － 64）が１辺に刃部を作り出すのに対して、（190 － 61）は３辺に刃部を作り出し

ている。（190 － 64）は刃部の片面のみ調整されている。それ以外はすべて両面が調整されている。

　（191 － 65）・（191 － 66）は打製石斧である。（191 － 65）は片岩製の打製石斧の基部である。刃

部は欠損しているが、平面形は短冊形となろう。背面の広い範囲に礫面が残る。基部と両側面には

敲打痕が見られる。（191 － 66）は片岩製の打製石斧の刃部である。基部は欠損しているが、平面

形は撥形になるとみられる。刃部は偏刃になっている。研磨痕が認められる箇所もあるが、あまり

積極的に加工が行われなかったようである。　

　（191 － 70）は歪な形状をしているが、短冊形の打製石斧とも見れるが、長辺の一方を調整して

刃部を作り出している点で、通常の石斧とは異なる。反対側の一辺は、刃潰し加工が見られる。こ

のような形態は横刃形石器に似る。

　（191 － 67）～（191 － 69）は磨石・敲石である。（191 － 67）は小礫を利用したもので、球状を

している。10ヶ所以上の敲打痕が認められるが、磨り痕跡は認められない。（191－ 68）は砂岩製で、

本来は楕円礫であったとみられる。しかし大半が破損しており、一面にのみ平滑な面を持っている。

この平滑面には使用痕とみられる擦痕が認められる。（191 － 69）は両面とも凹んでいる。凹部が

深い方の面には、被熱痕跡が認められる。

　（191 － 71）は完形の磨製石斧である。稜が明瞭な定角式磨製石斧で、側縁を丁寧に磨いて平ら

にしている。平面形は刃部が広がる撥形で、刃部両端が丸みを帯びている。断面形は扁平な長方形

に近い楕円形をしている。刃部は薄く切刃状であり、ほぼ直刃になっている。刃部には著しい使用
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痕は見られず、刃研ぎによる細かい研磨痕が全面に観察できる。

　（192 － 72）は河原石を利用した石皿・台石である。全体の約半分ほどを欠いているが、平面は

両面とも平滑になっている。図上左図の面はより平滑となっているが、両面ともに直径２㎝ほどの

楕円形の凹みがある。またいずれの面にも、図示したように、数ヶ所の擦痕が観察できるほか、図

上右図の面にはあばた状の敲打痕が集中する箇所が確認できる。

③第２群

　第２群ではコンテナ約４箱分の土器片が出土しており、そのうち深鉢 13 点、鉢１点、浅鉢５点、

壺１点、底部片５点、その他土器片１点を図化した。石器片は 62 点が出土し、そのうち石鏃２点、

削器１点、石核１点、打製石斧４点、磨石・敲石３点を図化した。また漆塗木製品２点を図化した。

　図 193 ～ 195 には深鉢を図示した。口唇部に刻目があるものは（193 －３）・（194 －５）～（195

－ 12）の９点を図化できたが、このほか図化できていないものが 20 点ある。

　（193 －１）は深鉢２類である。口頸部が二枚貝条痕調整されている。

　（193 －２）は深鉢１類である。頸胴部の境界はナデ調整され、胴部が張り出すところからケズ

リ調整されている。

　（193 －３）・（194 －５）・（194 －６）・（194 －９）～（195 － 11）は深鉢６類である。これらは

すべて、口唇部に「Ｄ」字形の比較的大きい刻目が施されている。口頸部の調整は二枚貝条痕のち

ナデが（194 －９）・（195－ 10）で、その他はナデ調整である。（194 －６）は口頸部が強く外反し

ており、特異な形をしている。

　（193 －４）は深鉢７類である。胴部は強く張り出しており、頸部と胴部の境界は、胴部が膨ら

み始める箇所にある。口頸部はナデ調整されている。

　（194－７）・（194－８）・（195 － 13）は深鉢４類である。いずれも口頸部がナデ調整されている。

　図 196 には浅鉢を図示した。（196 － 14）・（196 － 16）・（196 － 17）は扁球状の浅鉢Ｃ類である。

（196 － 16）・（196 － 17）は口唇部外面、内面ともに肥厚している。また内面の肥厚部の直下に沈

線風の凹みが見られる。（196 － 18）は浅鉢Ａ類で、口唇部内面が肥厚している。      

　第２群では深鉢と浅鉢以外の器形も確認した。（197 － 19）は口径と胴部長の比率から鉢とした。

口縁部が僅かに内彎する椀形をしている。胴部はケズリ調整される粗製のものである。（197 － 20）

は肩部が大きく張り出す器形をしている。こうした形状から浅鉢Ｃ類の可能性がある。しかし残存

部より肩部径を復原すると、頸部が窄まる形状になるので、壺と考えられる。　

　また、以上のほか篠原式とは時期の異なるものも認められた。（197 － 21）は深鉢の胴部とみられ、

沈線による格子文の外側を、LR の細い縄文原体を用いて施文している。これは後期後葉の土器で

あろう。

　これら以外の底部片は図 197 中に示している。（197 － 22）・（197 － 23）は凹底、（197 － 24）は

平底、（197 － 25）は丸底もしくは尖底、（197 － 26）は丸底である。
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　図 197 の下段・図 198・図 199 の上段には石器を図示した。（197 － 27）・（197 － 28）はサヌカ

イト製の石鏃である。（197 － 27）は抉りの浅い凹基式で、全体形は二等辺三角形状を呈し、両側

縁は直線的である。脚端部は丸い。（197 － 28）は基部が欠損しているが、抉りの深い凹基式にな

るとみられる。側縁は内彎し、鋸歯状になっている。脚端部は尖っている。

　（197 － 29）はサヌカイト製の削器である。やや外彎した刃部を１辺に作り出している。刃部は

両面を調整している。

　（198 － 30）～（198 － 33）は打製石斧である。（198 － 30）は側縁が直線的で、平面形は幅に対

して全長が長い短冊形をしている。刃部は円刃をしており、刃先は磨かれた痕跡がある。（198 －

31）は平面形が撥形の打製石斧で、刃部は扁刃状になっている。胴部の中央が抉れているが、上下

両端を刃部加工したものではないため、分銅形には当てはまらない。（198 － 32）は短冊形で刃部

は偏刃状になっている。（198 － 33）は片側縁が括れている打製石斧である。両面に礫面が残り、

ほとんど調整が行われていない。刃部は扁刃で、僅かに使用痕が見られる。

 　（198 － 34）～（199 － 36）は磨石・敲石である。このうち（198 － 34）は、刃部が欠損した乳

棒状石斧である。基端に長径２cm ほどの範囲に敲打痕が認められることから、敲石などに転用さ

れたものと考えられる。外面全体は研磨され仕上げられており、一部には赤色顔料が付着している。

　（198 － 35）は先端が丸い角柱状をした石材を用いたと考えられる。先端の丸い面には磨り面が

認められる。広い平坦面には被熱痕跡が認められる。（199 － 36）は四角柱状の形態で、磨り面と

して使われた平坦な面が片側面にある。周縁部には僅かに傷んだ箇所があるが、敲打痕とまでは言

えない。それ以外の面は礫面を残している。他の磨石・敲石類と比較すると、大型で重量もあり手

持ちには不便であることから、砥石の可能性も考えられる。

　（199 － 37）はサヌカイトの石核である。外面の一部に礫面を残している。その他の面は、調整

剥離が及んでおり、浅く幅の広い剥片が複数剥ぎ取られている。

　図 199 － 38・39 には漆塗木製品を図示した。大部分を欠損し漆塗膜のみが残存したものである

が、全形を想定復原すると輪状になるので、腕輪とみられる。なお、以下の漆塗膜の記述に関して

は、肉眼のほか倍率 30 倍のライト付顕微鏡を補助的に併用しておこなった観察による。

　（199 － 38）は漆塗膜が残存したもので、その残存長は最大でも 3.4cm ほどの小破片であるが、

その形状から、腕輪の断面形が直径 1.8cm の円形であることや、輪の内径が 6.4cm であることなど

が復原できる。輪の外径は 10cm 程になるとみられる。

　残存した漆塗膜の内面側を観察すると、この腕輪の製作方法について一定の推定をすることが可

能である。

　図 199 － 38 の下図として示した横断面図の腕輪内面側をみると、二つの円弧が連続する波形を

呈していることがわかる。この面を平面的に観察すると、円弧の接点が稜になって線として繋がり、

その稜を境にして断面が半円形の２本の溝が接している。断面半円形の溝には無数の木目状の条線
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が見えるが、一方の溝ではその条線が先の稜線と平行になっており、他方ではこの稜線によって切

られているという関係がある。なお、半円形の断面から元の円形を復原すると、径約８～９mm の

数字が得られる。

　この内面側の現状は黒灰色を呈していて、およそ木質を看取することはできないのであるが、当

初、色合いは何らかの作用で木質が炭化したとも思え、上記の木目状の条線から、腕輪の木芯の中

心部分のみが腐朽し、木芯の外郭およびその表面に塗られた漆膜が残存したものかと考えた。しか

し、そうであれば上述のような断面半円形の２本の溝および木目状の条線の切り合い関係をうまく

説明できない。そこで、改めてその部分の破断面をライト付顕微鏡（30 倍）で観察すると、石英

や長石の細粒がその黒灰色部分に入り込んでいることが見える。つまりこの部分は木質ではない。

目視による観察であるから、これ以上その材質を特定することは困難であるが、この部分は、黒漆

そのものであると考えられる。観察できた鉱物は黒漆を作る時の添加物に含まれたものであった可

能性がある。

　このように考えれば、先に記した状況は、例えば、断面径８～９mm の蔓様の植物を２本ないし

３本を捩りながらまとめたもので輪を作り、その上から素材となる植物を接着する、もしくは凹部

を充填する目的で黒漆を塗った結果とみることもできよう。そして、径８～９mm の半円形の溝お

よび木目状の条線は、有機質の植物が腐朽してその形状が転写された漆が残存したと解釈できよう。

そのときに捩られた複数の蔓様の植物が使用されていれば、溝状に残る痕跡に切り合い関係がある

ように見えよう。

　このような漆塗膜内面の状況は、（199 － 38）に限ったことではない。後述する（217 － 28）・（217

－ 29）・（217 － 30）にも同様の状態が見られる。このことは、漆塗膜の内面側に残る黒灰色物の

断面形が円弧の連続する波形になっていることが、各個体に起こった偶然の残存状況の結果ではな

いことを示している。そうであれば、このことが、この種の腕輪の製作方法を示唆しているという

上記の推論を支持するものであろう。

　以上の理解を踏まえて、改めて（199 － 38）の漆塗膜を観察すると、最下層に接着ないし充填の

ために用いられた黒漆があり、以後順に赤漆、黒漆、赤漆、赤漆、黒漆、赤漆がみられる。このよ

うに、この腕輪の外面の塗装には少なくとも７回の重ね塗りが行われたことがわかる。

　（199 － 39）は、上記の（199 － 38）やそれと同様の状況を呈するとした後述する（217 － 28）・（217

－ 29）・（217 － 30）とは、内面側の状況のほか、大きさなどの形状が異なっている。

　（199 － 39）は、僅かに漆塗膜のみが残存したもので、塗膜の内面側に充填材等となったと考え

られた黒漆などはみられない。塗膜の横断面の長さは３cm 程である。出土時までに多少の歪みが

生じている可能性も否定できないが、残存する円弧からみれば腕輪の断面形は正円ではなく、長径

４cm 程度の楕円形を呈するとみられる。

　漆塗膜は５層が確認できた。最下層は黄褐色に近い黒漆であり、以後順に赤漆、黄褐色に近い黒
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漆、黒漆が重ね塗りされ、最上層は赤漆を塗布することで仕上げられている。さらに最下層の黒漆

塗膜に注目して詳細に観察すると、この層だけでも二度塗りないし三度塗り以上の重ね塗りの痕跡

が見られる。なお、この層を最下層としたのは、裏面に木質の繊維が見られることによる。

　次に、漆塗膜の外面を観察すると、図示状態上半部に直径 7.5mm 程の円孔が見られ、その周りに

放射状のひび割れが認められる。このようなひび割れが生じるのは、孔が漆の乾燥後に穿たれたた

めであろう。またこの孔から 1.5cm の間隔をあけて、図示状態下端に、残存状況が悪いながらも同

様の孔が見られる。これが意識的な穿孔であれば、このような孔が何らかの装飾であったとも考え

られるが、定かではない。

④第３群

　第３群では、コンテナ約１箱分の土器片が出土しており、そのうち深鉢４点、浅鉢２点、底部片

２点を図化した。 石器片は７点が出土し、そのうち石鏃１点、打製石斧１点を図化した。

　図 200 の上半には深鉢を図示した。同図中には口唇部に刻目がある土器を提示していないが、図

化できていないものが２点ある。

　（200 －１）は深鉢４類である。口頸部の調整が二枚貝条痕である。（200 －２）は深鉢１類である。

頸部と胴部の境界をナデ調整で区画している。このような調整を見ると、滋賀里Ⅲａ式から篠原式

古段階の範疇に収まると考えられる。胎土には角閃石が多く含まれる。（200 －３）・（200 －４）は

深鉢８類である。口頸部の調整は、（200 －３）がケズリであるのに対し、（200 －４）はナデである。

　図 200 －５・６には浅鉢を図示した。（200 －５）は口縁部に突起の付くＡ類、（200 －６）は口

唇部内面が肥厚するＣ３類の浅鉢である。いずれにも口唇部に突起が付き、（200 －６）はリボン

状であるが、（200 －５）は残存状況からは判断し難い。

　図 200 －７・８には底部片を図示した。（200 －７）は凹底で、（200 －８）は平底である。

　図201には石器を図示した。（201－９）はサヌカイト製の石鏃で、基部は抉りの深い凹基式である。

両側縁は緩やかに膨らみ鋸歯状になっている。平面形は二等辺三角形状を呈しているが、やや長辺

が短い。脚端部は丸く、基部下端が膨らんでいる。

　（201 － 10）は打製石斧である。側縁が直線的で、平面形は短冊形をしている。特に側縁には顕

著な調整痕が認められる。刃部は、片刃の円刃で、両面ともに研磨痕がある。

⑤第４群

　第４群ではコンテナ約１箱分の土器片が出土しており、そのうち深鉢６点、浅鉢２点、底部片２点、

その他土器片２点を図化した。石器片は 18 点を確認し、石鏃２点、楔形石器１点、磨石・敲石１点、

砥石１点、剥片１点を図化した。

　図202および図203には深鉢を図示した。中段階以降に見られる口唇部に刻目を持つ深鉢は、（202

－１）～（203 －４）の４点を図化できたが、このほか図化できていないもののが 26 点ある。

　（202 －１）は深鉢６類である。口頸部はナデ調整されている。また口唇部には刻目が施される。
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　（202 －２）・（203 －５）は深鉢４類である。特に（203 －５）は口径が 18cm に復原できるもので、

（202 －２）と比較して、また当該地区全体で見ても小さいものといえる。

　（203 －３）・（203 －４）・（203 －６）は深鉢８類である。口頸部は（203 －３）は二枚貝条痕、

そのほかはナデ調整されている。

　図 203 の下段には底部片を図示した。（203 －７）が凹底で、（203 －８）は平底である。

　図 204 の上段には浅鉢を図示した。（204 －９）は頸胴部の境界が明瞭で、口頸部の短いＢ類に

比定できる。（204 － 10）は扁球状の浅鉢Ｃ類である。

　図 204 － 11・12 に異系統の土器を図示した。（204 － 11）・（204 － 12）ともに縄文が施文されて

いる。縄文のあり方や胎土などから、北陸または中部地方からの搬入品と考えられる。

　図 204 の下半には石器を図示した。（204 － 13）・（204 － 14）は凹基式のサヌカイト製石鏃である。

（204 － 13）は側縁が鋸歯状になっている。先端を欠損しているが両側縁が直線的で、全体形が二

等辺三角形状になるとみられる。基部は浅い弧状に凹んでいる。（204 － 14）は抉りの浅い凹基式

の石鏃で、両側縁が直線的な二等辺三角形状をしている。脚端部は丸い。

　（204 － 15）は楔形石器である。両端には潰れ痕が、両面にはウロコ状の剥離が見られる。

　（204 － 16）は磨石・敲石である。元は球状を呈していたとみられるが、現状では図上右図に示

した面が割れて欠損している。残存部分の外面にはあばた状の敲打痕が重なり、浅い凹部となって

いる箇所があるほか、図上右図に示した面には著しい敲打によって大きく凹んでいる箇所がある。

　（204 － 17）は砥石であると考えられる。長さ 5.1cm が残存したもので、図示状態で上部は欠損

している。全体に偏平で長細い形状を呈するが、厚さは、図上上端で最大 3.5mm、同下端で 5.0mm

となって、一様ではない。また、図示状態の下半は、おそらく砥石としての使用された結果、彎曲

して弧状になっている。各面とも砥面として使用されたとみられ、平滑になっているところが随所

で観察できる。

　（204 － 18）は結晶片岩製製品の製作時に出た剥片と考えられる。

⑥第５群

　第５群ではコンテナ約５箱分の土器片が出土しており、そのうち深鉢 26 点、浅鉢２点、壺１点、

底部片４点、その他土器片５点を図化した。石器片は68点出土し、そのうち石鏃３点、打製石斧１点、

磨製石斧２点、磨石・敲石６点、砥石１点、扁平石器２点を図化した。

　図 205 ～図 210 および図 211 の上半には深鉢を図示した。中段階以降から見られる口唇部に刻目

があるものは、（205 －１）・（206 －７）・（208 － 13）・（208 － 15）・（209 － 17）・（209 － 18）・（210

－ 21）・（211 － 24）の８点を図化できた。このほか図化できなかったものが 45 点ある。

　（205 －１）～（205 －４）は深鉢２類である。口頸部の調整を見ると、（205 －３）が二枚貝条

痕のちナデ、（205 －４）が二枚貝条痕である。（205 －１）・（205 －２）は摩滅により調整が不明

瞭である。
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　（206 －５）～（206 －７）・（210 － 22）は深鉢３類である。いずれも頸部と胴部の境界が明瞭で

ある。特に（210 － 22）は頸部と胴部の境界付近が強いナデにより調整されている。同じように（206

－７）も頸胴部の境界付近に強いナデ調整が見られる。口唇部に「Ｖ」字形刻目がある。

　（206－８）～（207－10）・（208－23）は深鉢４類である。（208－23）の口頸部のケズリ調整を除き、

口頸部はナデ調整され、胴部はケズリ調整されている。特に（206 －８）の胴部のケズリは、原体

幅が 0.5cm ～１cm 程度で、ほかの深鉢と比べて細い工具を用いていたようである。なお前述の（206

－６）や後述する（207 － 11）など、原体の幅が明確な深鉢は、おおむね２～３cm である。

　（207 － 11）は深鉢５類である。口縁部は屈曲して外反している。口頸部はナデ調整される。

　（207 － 12）～（208 － 15）・（209 － 17）・（209 － 18）は深鉢６類である。口頸部の調整を見ると、

（207 － 12）は二枚貝条痕のちナデ、（208 － 13）・（208 － 14）はケズリのちナデ、それ以外の（208

－ 15）・（209 － 17）・（209 － 18）はナデ調整されている。

　（211 － 25）は深鉢８類である。胴部にケズリ調整が見られるが、口頸部の調整は摩耗により不

明である。　

　（211 － 26）は外面の調整に巻貝条痕が見られる。第５群の在地系の深鉢はおおむね篠原式に比

定できるが、（211 － 26）は外面調整から滋賀里Ⅱ式まで遡る可能性がある。

　図 211 の下半には浅鉢を図示した。（211 － 27）・（211 － 28）ともにＣ類であるが、特に（211

－ 27）は内面が肥厚する特徴を持つＣ３類である。

　図211－ 29～ 32には異系統の土器を図示した。（212－ 29）は完形品である。小型で壺形を呈し、

底部は丸い。無文であるが大洞Ｃ１式に相当すると考えられている（岡田 2011 Ｐ 88）。口頸部外

面の一部に黒色の付着物がある。

　（212 － 30）は残存部の外面に３条の沈線が認められる。沈線の周囲には刺突文がほぼ等間隔に

施文されて列をなしている。晩期初頭の土器と考えられる。（212 － 31）は口唇部外面が肥厚し、

その部分には「Ｏ」字形の刻目がある。また口縁部は２条の沈線が引かれ、それより下位には LR

の縄文が施文されている。（212 － 32）は RL の縄文が施文されている。

　図 212 － 33・34 は、在地の土器で篠原式とみられるが、小破片であるために時期の特定がやや

難しいものである。（212 － 33）は外面に交差する細い沈線が認められる。（212 － 34）は焼成後穿

孔があり、補修孔であるとみられる。

　図212－35～38には底部片を図示した。底面の形状がわかるものは２点あり、（212－36）は平底、

（212 － 37）は凹底である。

　図 212 の下半・図 213・図 214 には石器を図示した。（212 － 39）～（212 － 41）はサヌカイト

製の石鏃である。（212 － 39）は側縁に屈曲部を持っている。屈曲部以下では、側縁は基部に向かっ

て窄まる形状をしている。基部は欠損しているが、本来は尖っていたとみられるので尖基鏃であっ

たと考えられる。（212 － 40）は側縁が内彎し、平面形が二等辺三角形状の石鏃である。基部は抉
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りの浅い凹基式になっている。全体的に厚みがあり、調整が粗いことから未製品の可能性がある。

（212 － 41）は先端を欠損している石鏃であるが、残存部より両側縁は直線的であったと考えられ

る。（212 － 40）同様に、全体的に厚みがあることから、製作段階の石鏃である可能性がある。　

　（212 － 42）は片岩製の打製石斧である。平面形は、両側縁が直線的な短冊状をしている。側辺

の一部に調整痕が見られるが、その他に調整はされず、ほとんど自然石のまま利用されたと考えら

れる。刃部は一部欠損が認められるが、本来は円刃の形態をなしていたのだろう。基部も丸みを持っ

て仕上げられている。

　（213 － 43）～（214 － 48）は磨石・敲石である。（213 － 43）は卵形を呈し、全体に敲打痕が認

められる。特に図上左図の中央部にある敲打痕は、凹みが明瞭である。敲打痕の周辺には擦痕がみ

られる。また側面の一部には赤色顔料が付着している。（213 － 44）はサヌカイトの楕円礫を利用

したものである。上下両端以外の面には、剥離痕跡が見られる。図上左下図の面は、一部に赤色顔

料が付着していることから、この面を磨り面として使用していたとみられる。なおそれ以外の面で

見られる剥離痕は、使用痕跡としての敲打痕ではないと思われる。（213 － 45）は元々は基部が窄

まり、断面形が楕円形を呈する磨製石斧であったと考えられるが、破損後などに磨石・敲石に転用

されたものである。全体は丁寧に研磨されているが、磨り痕跡と考えられる線状痕が、基部を除い

ていずれの面にも確認できる。そのほとんどが長軸に対して直交するものであるが、図上左図の面

では、やや斜行する線状痕も見られる。敲打痕はすべての面において観察でき、小さな円形の凹み

が集中している。特に図上右図の面の敲打痕は深さ２～３mm で、他に比べて強く打ち付けられて

いる。また側面の敲打痕の範囲は４cm に及び、他に比べて広い。（213 － 46）は卵形を呈している。

凹みが明瞭な敲打痕が認められる面と、平坦な面とがある。平坦な面にも小さな凹みが集中し、そ

の周辺には不定方向の磨り痕跡が認められる。対照的に反対の面では、深さ３mm ほどで、長軸 2.5cm

の敲打痕が２ヶ所に認められる。その敲打痕の周囲には平坦面と同じような磨り痕跡が認められる。

（214 － 47）も卵形を呈しているが、（214 － 46）のような磨り痕跡は認められない。敲打痕は３ヶ

所に認められ、いずれも小さな凹みが集中している。特に平面の中央に見られる敲打痕の凹みは顕

著である。（214 － 48）は全体を大きく欠いており、その形態は不明確であるが、平坦面の中央に

は直径３㎝ほどの浅い凹部が見られる。その周縁部は研磨されている。平坦面には、被熱痕跡とし

ての煤が全体に認められる。

　（214 － 49）は磨製石斧である。断面形が楕円形の乳棒状石斧である。基部を欠損しているが、

平面形は刃部から胴部まではほぼ同じ幅で、基部に向かってやや窄まるとみられる。いずれの面も

敲いて整形した後に磨かれているが、少しざらついているので、あまり丁寧に仕上げられていると

は言えない。刃部は偏刃となっており、使用痕跡はあまり明瞭でない。

　（214 － 50）は砥石である。側面は研磨によって摩耗している面と、片面調整が行われている面

とがある。砥面が片側面にしか認められず、また重量も 87.2 ｇと軽いことから、手持ち用の砥石
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であったと考えられる。

　（214 － 51）・（214 － 52）は結晶片岩製の扁平石器である。図上左図を表面とし、表面の向きを

基準にして上下左右とする。（214 － 51）は両側面および下端に両面からの剥離調整が認められる。

下端の左側には研磨痕があり、砥石の可能性がある。

　（214 － 52）は左側面のみ剥離調整されている。平面形は残存部から撥形のように広がるものと

みられる。厚さは 0.6cm と非常に薄い。

⑦第３遺構面上のその他の遺物

　以上述べてきた遺物群のほかに、第３遺構面上に分布していた土器・土製品を図 215 ～ 217 に、

石器・石製品を図 217 ～ 221 に、漆塗木製品を図 217 にそれぞれ掲げた。これらは第３遺構面上で

検出したことに間違いないのであるが、調査時の各種制約により、原位置の記録がとられていない

まま取り上げられたものである。土器・土製品はコンテナにして約９箱分が出土しており、このう

ち図化できたものは深鉢が６点、浅鉢が５点、底部片が 10 点、小型土器１点、その他土器片が４点、

土偶が１点あった。

　石器・石製品はコンテナにして約３箱分あり、そのうち石鏃３点、石錐１点、楔形石器３点、石

核１点、打製石斧１点、磨製石斧１点、磨石・敲石６点、凹石２点、砥石１点、扁平石器１点、石

皿・台石１点、石刀２点、石剣１点、勾玉１点を図化した。漆塗木製品は小破片が数点出土し、製

品と認められる３点を図化した。

　図 215 の上半には深鉢を図示した。（215 －１）・（215 －２）は残存部が少なく、器形は不詳であ

る。（215 －１）は口唇部に顕著なナデ調整が見られることが特徴的である。（215 －３）は深鉢８

類である。（215 －３）は口頸部は二枚貝条痕のちナデ調整され、口唇部には「Ｖ」字形刻目がある。

　図 215 の下半には浅鉢を図示した。（215 －４）は口頸部外面に平行する２条の沈線が見られる

ので、滋賀里Ⅱ式の土器であると思われる。

　このほかの浅鉢は篠原式に相当する。（215 －５）・（215 －６）・（215 －８）はＣ３類である。（215

－５）は口縁部の形状を見ると、外面がやや肥厚し、内面は抉れており、細い棒状の工具で沈線を

引いたようになっている。このような形状は浅鉢Ｅ類かとも考えられるが、肩部が丸く張り出すの

でＣ３類とした。（215 －６）は口唇部内面が肥厚している。さらに胴部下半に細い横向きの沈線

１条と、右上方向の沈線とを交差させて文様帯を構成している。

　（215 －７）は椀形のＨ類である。口縁部には、内面のみに楕円形の凹みがある。

　図 216 の上半には底部片を図示した。底面の形状がわかるものは、凹底の（216 －９）・（216 －

11）・（216 － 13）の３点、平底の（216 － 12）・（216 － 14）～（216 － 16）の４点、尖底の（216

－ 18）が１点ある。　

　図 216 の下半および図 217 の上段には異系統、および在地の土器で篠原式とは型式の異なる土器

を図示した。
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　（216 － 19）は、深鉢の胴部の上端部分である。胴部全体には地文として LR の縄文が施文されて

いるとみられる。また頸部と胴部の境界に、１条の列点文が引かれている。この列点文から約１cm

の間隔を開けて、横位に引かれる４条の沈線文の文様帯が見られる。上端の沈線文は「実線」のよ

うに直線的に一気に引かれているが、この下には、長さ約 2.5cm 毎に５mm ほどの間隔を開けて「破

線」のように引かれる沈線文が引かれている。このような横位の沈線文は胴部のどの辺りまで施さ

れたものか不明であるが、残存部では残り２条の沈線はこのパターンを繰り返している。こうした

文様のあり方から、（219 － 19）は北陸地方の中屋式（酒井 2008）に比定できようか。（216 － 21）

は残存部が少ないために列点文を確認できないが、（216 － 19）とその胎土や文様、内面調整に類

似性が見られることから、同一個体と考えられる。

　（216 － 20）は口縁部外面に２条の凹線があり、その間に右斜め下方向の刻目が見られる。この

ような文様や、暗褐色で混和剤のあまり含まれない胎土のあり方から、後期まで遡る可能性が考え

られる。（216 － 22）は凸帯文土器の口縁部で、口縁端部から１cm 以上下がって、小規模な凸帯を

貼り付けている。

　（216 － 23）～（217 － 25）は宮滝式の土器である。（216 － 24）は口縁波頂部で、縦位の巻貝押

引きを施す。この３点はいずれも凹線が緩やかな断面「レ」字状のものであるので、宮滝２式に当

たるだろう。

　図217－26には小型土器を図示した。粗雑なつくりのもので、時期を比定することは困難である。  

　図 217 － 27 には土偶を図示した。（217 － 27）は両脚部を欠損しているが、それ以外はほぼ残存

している。高さ 11.2cm、幅 3.3cm、厚さ 1.8cm である。色調は黄灰褐色である。全体的に扁平な作

りの板状土偶で、頭部から脚部まで一体成形されている。顔面の下半が大きく凹んでおり、これは

口を表現しているとみられる。それ以外の目や鼻などの表現は見られない。腕部は水平に張る肩部

から、外下方にのびるものとみられる。なお椀部の欠損は意図的に粉砕された可能性が考えられる。

胴部は脇の下から腰部にかけて、ほぼ直線的に表現されている。胴部に対して短い脚部は、全体的

に細く、足先に向かってやや窄まる形状をしている。足先はやや尖り気味に仕上げられているので、

自立しない。

　図 217 の中段には漆塗木製品を図示した。漆塗膜の小片が出土したものであるが、その残存形状

から腕輪の一部であったとみられる。また、塗膜の内面の状況は前述した（199 － 39）と同様であっ

たので、腕輪そのものの製作方法についても同様であったと考えた。すなわち、断面径８～９mm

の蔓様の植物を複数本束ね、それを捩って纏めたもので輪を作り、外面に黒漆などを塗ることで接

着ないし充填したうえで、装飾のために漆を塗り重ねるというものである。

　（217 － 28）は残存長が最大でも 2.7cm ほどの小破片である。それでも残存部から腕輪の断面

形は径 1.8cm の円形であることや、腕輪の内径が 8.9cm であることなどが復原できる。外径は

12.5cm 程ととみられる。
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　漆塗膜は４層が確認できる。最下層は、本来存在したであろう木芯の接着ないし充填用の黒漆で

あり、その上に赤漆、黒漆、赤漆の順に塗布されている。この漆膜を観察すると、今回出土した他

の漆塗木製品に比較して漆膜が厚いという特徴があって、肉眼でもある程度それを測ることができ

る。中間の黒漆塗膜の厚さは 2.2mm で、赤漆塗膜１層の厚さは 0.2 ～ 0.3mm となっている。

　（217－ 29）は残存長が最大でも3.3cmほどの小破片である。腕輪の断面形は直径1.9cmの円形に、

腕輪の内径は 9.4cm にそれぞれ復原できる。外径は 13.2cm 程になるとみられる。漆塗膜は最下層

が黒漆で、以後順に赤漆２層、黒漆、赤漆、黒漆、赤漆、黒漆と塗り重ねられ、最上層は赤漆が塗

布されており、合計９層が確認できる。さらに、最下層から数えて２層目と３層目の赤漆と４層目

の黒漆の間には、これ以外にも何層か漆が塗られている可能性がある。最上層の赤漆塗膜は、部分

的に剥落し、内面の赤漆塗膜が見えているところがある。これを見ると、内面よりも外面の赤彩の

方が光沢があり、より鮮やかなものが塗布されていることがわかる。

　（217 － 30）は残存長が最大でも 3.8cm ほどの小破片である。残存部の形状から、腕輪の断面形

は直径２cm の円形になることや、腕輪の内径は９cm になることなどが復原できる。外径は 13cm 程

になるとみられる。

　漆塗膜は５層確認できる。最下層は黒漆で、以後順に赤漆、黒漆、赤漆が塗り重ねられた後、最

上層は赤漆が塗布されている。

　図 217 の下段および図 218 ～図 221 には石器・石製品を図示した。（217 － 31）は勾玉である。

全体の形状は「Ｃ」字形を呈している。頭部の横断面形は隅丸方形の四角形になるのに対して、尾

部の断面形はより丸みを帯びて作られている。「Ｃ」字形の内彎部の調整は粗く、キズ状の研磨痕

が残っている。穿孔周辺には、紐ズレの痕跡が見られる。Ａ西区において溝状の研磨痕を残す砥石

が出土していることも伴わせて考えると、本調査区内で玉類の製作が行われていた可能性も指摘で

きよう。

　（218 － 32）～（218 － 34）はサヌカイト製の石鏃である。（218 － 32）は基部、側縁ともに直線

的な平基式の石鏃である。両側縁の長さは等しくない。（218 － 33）・（218 － 34）は基部が凹基式で、

側縁が鋸歯状の石鏃である。（218 － 33）は両側縁が外彎し、平面形が正三角形状を呈しているの

に対し、（218 － 34）は側縁はやや内彎し、平面形は二等辺三角形状を呈している。

　（218 － 35）はサヌカイト製の石錐である。錐部が次第に太く広がり、つまみ部との区別が不明

瞭な形状をしている。錐部の両側縁を調整加工し、素材の剥片の形状を留めている。錐部の調整は

片面のみで、断面形は菱形になる。

　（218 － 36）～（218 － 38）はサヌカイト製の楔形石器である。（218 － 36）は両面に礫面を残す。

また上下両端と側縁に階段状剥離が認められる。（218 － 37）は上下両端と側縁に階段状の剥離痕

跡が認められる。他の楔形石器よりも扁平である。（218 － 38）は正方形状をなしている。上下両

端と側面に階段状剥離が認められる。
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　（218 － 39）は短冊形の打製石斧である。側面の上半には著しい剥離痕が観察できるが、これは

装着痕と考えられる。刃部は丸みを帯びている。

　（218 － 40）～（219 － 45）は磨石・敲石である。（218 － 40）は砂岩製の楕円礫を利用したもの

である。両面の広い面は、平坦面になっている。この平坦面は、一方には敲打痕が見られる。この

他敲打痕は、側面や下面の一部に見られ、いずれもあばた状に広がっている。また上面には、断面

「Ｖ」字形で、深さ１cm ほどの明確な凹部がある。（218 － 41）も砂岩製の楕円礫を用いたもので、

その半分ほどを欠いている。両面の広い面には、いずれも敲打痕や磨り痕跡が確認できる。図上左

図の面では、その中央にあばた状の敲打痕があり、その周囲に研磨痕が見られる。反対側の面では、

断面「Ｖ」字形の敲打痕が見られ、またその周囲に研磨痕が見られる。さらに周縁部には、磨り痕

跡が残っており、ざらついた様相をしている。（219 － 42）は小礫を用いた敲石で、多くに礫面を

残している。各面に著しい凹部がある。磨り面は見られない。（219 － 43）は全体の 1/4 ほどの残

存であるが、現状での広い面には深さ５mm 程の著しい凹部がある。側面には一部に僅かに凹む箇

所があるが、全体的には研磨され、平滑になっている。割れ面付近には赤色顔料が付着している。（219

－ 44）は両面に敲打痕が見られる。一方は範囲が広く浅い凹部が４ヶ所あり、凹部の周辺には磨

り痕跡が見られる。他方は同様の凹部が１ヶ所にあり、その周辺に磨り痕跡が確認できるが、磨り

痕跡は反対の面ほど明瞭ではない。さらに側面と凹部の周辺に僅かに赤色顔料が付着している。破

砕面に赤色顔料の付着があることから、破砕後に破棄されたわけではなく、そのまま利用していた

とも考えられる。

　（219 － 45）は先端が窄まる細長い形状をしている。側面は３面あり、いずれの側面も平滑である。

先端にはあまり凹凸のない敲打痕が確認できる。反対の面にも敲打痕のような凹みがあるが、割れ

面のようにも思われる。

　（219 － 46）・（220 － 47）は凹石である。いずれも黄褐色の絹雲母片岩製のものである。（219 －

46）は平面形は不定形で、採集礫をそのまま利用したと考えられる。片面に敲打によって階段状に

剥離した楕円形の深い凹部が認められる。（220 － 47）も（219 － 46）同様、平面形は不定形で、

採集礫をそのまま利用したと考えられる。また楕円形の凹部は、階段状に剥離している。このほか

には敲打痕などの痕跡は見られない。

　（220 － 48）は定角式の磨製石斧である。基部に向かって窄まる平面形をしており、両側面が平

らで、稜が明瞭である。全体が丁寧に研磨されている。ただし基部先端には敲打痕が認められるこ

とから、破損後などに敲石に転用された可能性も考えられる。

　（220 － 49）～（220 － 51）には棒状の石製品を図示した。器種認定については、刃部を一側縁

に持つものを石刀、刃部を両側縁に持つものを石剣とした。（220 － 49）は片岩製の石刀である。

全体に研磨が及ぶ丁寧な作りのものである。残存部中央付近に、長さ４～５cm の範囲で赤灰色に

変色した部分がある。被熱痕跡の可能性が考えられるが明確ではない。（220－50）は砂質ホルンフェ
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ルス製の石剣である。刃部の一部が研磨されているが、その大半に礫面を残していることから、未

製品と考えられる。刃部が両側縁にあり、断面形が菱形を呈している。（220 － 51）は現状では片

面を欠損しているが、石刀である。石材は珪質頁岩とみられる。刃部を片側縁に作り出し、反対側

は丸みを持った背部となっている。全体に研磨痕が見られるほかに、両側縁に敲打痕が見られる。  

　（220 － 52）は扁平な石器で、中央付近に穿孔があってこの部分で割れている。穿孔は、本来は

直径３mm ほどの円形で、断面形が中央付近が窄まる形態をしているので、両面穿孔であったとみ

られる。両面穿孔であることは、両面ともに孔の外側に回転痕と思しき痕跡が見られることからも

わかる。図上左図の面の孔の外側には、階段状に剥離する円形の剥離痕が明瞭に残っている。一方

の面は、これほど明確ではないが、直径２cm ほどの範囲の色合いがやや暗くなっており、円形の

軌跡のあることが見て取れる。これらの孔外側の円形の痕跡は、何らかの工具を使用して穿孔を行っ

た時に、その工具の一部が石面に接して生じたとみるのが自然であろう。

　さて、（220 － 52）は上記のように孔の位置を境にして割れているので、全体の大きさを知るこ

とができない。しかし、図上左図の面で言えば、左側辺および下辺は両面から剥離調整されている

から、この部分は元の製品の端部であることがわかる。同図の上辺および右辺は破断面になるが、

上辺に比べると右側辺の割れ面は平滑になっている。このような平滑になった面は、破損した製品

を砥石として再利用されたものであろう。

　（220 － 53）は扁平石器である。全形等は多くを欠いているために不明であるが、図上左図の左

側辺は片面から剥離調整されている。

　（221 － 54）は石核である。いずれの面にも調整剥離が見られ、２面に礫面が残っている。

　（221 － 55）は石皿と考えられる。残存部が少なく全形が不明であるが、図上左下図の上面が浅

く凹んでいることから、この面を上に向けていた思われる。ただし、擦痕や敲打痕といった使用痕

跡は残存部には認められない。側面は平滑に仕上げられ、線状痕が見られる。外面の一部は被熱に

より黒く変色している。

 ⑧小結

　以上見てきたように、Ｂ地区では深鉢 89 点、鉢２点、浅鉢 23 点、底部片 32 点、小型土器３点、

壺２点、その他土器片 22 点、土偶３点を図化した。また石器は石鏃 14 点、石錐１点、削器５点、

楔形石器４点、石核２点、打製石斧 10 点、磨製石斧４点、磨石・敲石 18 点、石皿・台石４点、砥

石３点、扁平石器またはそれに類する物３点、勾玉１点、石刀２点、石剣１点、剥片１点を図化し

た。漆塗木製品は５点を図化した。

　以下、Ａ西１区・２区（以下、Ａ地区と表記する）の第３遺構面出土遺物の「⑤小結」（109 ～ 112 頁）

で述べたことと同様の観点で、Ｂ地区の遺物についても改めて観察し、まとめとする。なお、図化

したもの以外の対象資料の抽出の方法などもＡ地区と同様としたので、詳しくは 109 ～ 112 頁を参

照されたい。
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　まず、深鉢と浅鉢の比率をみるために器種ごとにカウントした。Ｂ地区出土土器として図化でき

たもののうち、篠原式の深鉢と浅鉢の数量の比率は 74 点対 16 点であるから、おおむね４：１になる。

しかし当該地区でも、図化できた土器以外にも、深鉢または浅鉢と認定できるものが多くあるので、

深鉢と浅鉢の口縁部のみを抽出して数えたところ、深鉢は 487 点、浅鉢は 80 点で、深鉢が約 86％

を占めている。この数値は、器種の正確な割合を示すのではないが、Ａ地区とほぼ同様の結果で、

おおむねの傾向は示している。

　次に、当該資料群に対する篠原式のなかでの位置づけについては、第１群から第５群の第３遺構

面上面で検出された遺物ごとに見ていく。これらの遺物群は、原位置を保った状態で、一定の範囲

に一つの単位を形成して分布していたものである。ただし各遺物群の数量には差異があり、特に第

３群では少なく、この点は留意せねばならない。

　まず、深鉢の口唇部刻目の有無について見る。

　当該調査区出土資料全体で見ると、深鉢の口縁部については、対象としうる資料は、図示してい

ないものも含めて 334 点である。そのうち口唇部の刻目があるものは 141 点で 42％になる。各遺

物群ごとに比較すると、第１群では 40 点で 34％（深鉢口縁部の全体数 119 点）、第２群では 29 点

で 63％（同じく 46 点）、第３群では２点で 18％（同じく 11 点）、第４群では 17 点で 57％（同じ

く 30点）、第５群では 53点で 41％（同じく 128点）である。分母の少ない第３群で割合が少なくなっ

ているが、これらの数値もほぼＡ地区と同様であるといえる。

　次に、深鉢における外面調整のあり方、浅鉢における口唇部の肥厚の有無について見る。なお、

Ｂ地区ではＡ地区とは異なり、口唇部の形態が多様であったが、Ａ地区同様に新段階に見られる玉

縁状に肥厚する浅鉢のみを数えた。それらの点数を記していくが、そのうち実測図を示したものの

点数は、各数値に添えて括弧内に内数を記した。

　第１群では、深鉢 68（27）点を対象にした。口頸部の調整を見ると、二枚貝条痕のものは（182 －１・

２・４・５）・（184 － 15）・（186 － 20・21・24）・（187 － 25・27）など 14（10）点、ケズリのも

のは（185 － 19）・（187 － 26）など９（２）点、ナデのものは（182 －３・６）・（183 －７～ 12）・（184

－ 13・14）・（185 － 16 ～ 18）・（186 － 22・23）など 45（15）点ある。ただし、これらのなかには（182

－５）のような、頸胴部の境界付近に押引文を施す深鉢がある。これは谷尻式に関連する新段階に

特徴的なものである。

　浅鉢については、対象資料 22 点のうち、玉縁状に肥厚するものが（188 － 32）など７（１）点ある。

　第２群では、深鉢 26（13）点を対象にした。口頸部の調整を見ると、二枚貝条痕のものは（193

－１）・（194 －９）・（195 － 10）など８（３）点、ケズリのものは１（０）点、ナデのものは（193

－２～４）・（194 －５～８）・（195 － 11 ～ 13）など 17（10）点である。

　浅鉢は対象資料 13 点のうち、玉縁状に肥厚するものが（196 － 18）など７（１）点ある。

　第３群では、深鉢５（３）点を対象にした。口頸部の調整を見ると、二枚貝条痕のものは（200 －１）
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など２（１）点、ケズリのものは（200 －３）など１（１）点、ナデのものは（200 －２）など２（１）

点である。

　浅鉢は対象資料３点のうち、玉縁状に肥厚するものが２（２）点ある。また（200 －６）は口縁

部上端にリボン状突起が付いている。

　第４群では、深鉢 16（６）点を対象にした。口頸部の調整を見ると、二枚貝条痕のものは（203

－３）など４（１）点、ケズリのものは２（０）点、ナデのものは（202 －１・２）・（203 －４～６）

など 10（５）点である。

　浅鉢は対象資料うち 11 点のうち、玉縁状に肥厚するものが（204 －９・10）など６（２）点ある。

　第５群では、深鉢 68（25）点を対象にした。口頸部の調整を見ると、二枚貝条痕のものは（205

－１・３・４）・（207 － 12）・（208 － 16）・（209 － 19）など 10（６）点、ケズリのものは（205 －２）・

（208 － 13・14）など５（３）点、ナデのものは（206 －５～８）・（207 －９～ 11）・（208 － 15）・（209

－ 17・18）・（210 － 20 ～ 23）・（211 － 24・25）など 53（16）点である。

　浅鉢は対象資料 19 点のうち、口唇部内面が肥厚するものが（211 － 27）など 12（１）点ある。

　以上のように、各遺物群の篠原式の土器を見ると、各遺物群によって多少のばらつきはあるもの

の、中段階以降に見られる、深鉢の口頸部をナデ調整とするものが、おおよそ 70％から 80％程度

ある。また浅鉢では、新段階に現れる口唇部内面を玉縁状に肥厚するものが第１群では割合が低い

ものの、おおよそ 60％～ 70％程度に及んでいる。これらの様相から、第１群～第５群の 14 層上面

で出土した土器群は基本的に同時期のものとみられ、大半は中段階から新段階に位置づけられる土

器で、その下限を新段階に置いていると考えられる。

　このような年代的位置づけは、第１群では、谷尻式の影響が見られる深鉢（182 －５）や、大洞

Ｃ１式とみられる深鉢（188 － 34 ～ 36）、第５群では、大洞Ｃ１式と見られる壺（212 － 29）・深

鉢（212－31）などの年代観とも一致する。このほか14層上面で出土した中屋式とみられる深鉢（216

－ 19・21）も同時期のものとされている。

　このように、第３遺構面における第１群～第５群の遺物群は、各資料群ごとに多少の違いがある

が、おおむね同様の様相を示している。すなわち、当該資料は、篠原式の土器群で、若干量の宮滝

式の土器（189 － 42 ～ 44）や瘤付土器（188 － 37・39）、滋賀里Ⅱ式～Ⅲａ式の土器（186 － 21）・（211

－ 26）や、篠原式古段階の土器を含んでいるが、中段階以降とされる資料が多く、資料群の下限

は新段階に置くとみられる。そこには、谷尻式の影響を受けた土器のほか、大洞式や中屋式の土器

などが共伴していることは重要である。

　このほか、当該地区では第３遺構面上に土器棺墓を６基検出した。なかでも土器棺墓４は深鉢と

浅鉢が共伴して出土しており、共時性を考える上での重要な資料とすることができよう。縄文時代

晩期における関西地方の土器棺墓は、土器を割ってその破片を蓋にしたり、棺本体に使用したりす

る例が非常に多い（中村 1996）。土器棺墓４も、当該期の土器棺の様相に合致している。さらに着
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目すべきは、この土器棺墓４に用いられていた浅鉢が第２群の資料と接合した点である。

　土器棺墓４以外にも注目できるものは少なくなく、そこにみられた深鉢は、それぞれの形態や調

整から同時期と考えられる。つまり、これらの土器棺墓は大きな時間差を置かず次々と構築された

可能性が高い。そしてこれらの土器棺墓は、遺物が集中して出土した第１群から第５群までの範囲

中、あるいは近い位置で検出された。これは、土器棺墓の位置と各遺物群の位置に一定の相関があ

ることを示しており、この状況からも土器棺墓が各遺物群と同時期に形成されたことが窺われる。

　また、当遺跡の遺物の検出状況としてさらに注目できることは、土器以外の遺物として土製品や

石器、石製品が同一面で出土したことである。

　土製品は、土偶３点（189 － 56・57）・（217 － 27）が出土した。いずれも扁平な作りをしており、

近畿地方における当該期の土偶の特徴を表していると言えよう。石器は、剥片石器としては、石鏃、

石錐、削器、楔形石器、石核などが出土し、礫石器としては、磨石・敲石、石皿・台石、砥石など

を確認した。出土量では、磨石・敲石が目立つ傾向にある。このほかの石製品は、石剣や石刀と呼

ばれる棒状製品（220 － 49 ～ 51）や、勾玉（217 － 31）も出土した。

　なお、当該調査区の出土石器は、コンテナにして約７箱分があったが、その大半がサヌカイト剥

片で占められ、それらは約３箱分になった。このような状況から、恒常的にサヌカイトを使った道

具製作が行われていた可能性が窺える。近畿地方の当該期における遺跡においては、一般的に石鏃

の出土量が増加し、石器の組成上大きく占めると言われることもある。しかし当該調査区では石鏃

などの製品は少なく、石鏃は未製品も含め、図示した 14 点しか出土しなかった。

　また当該調査区で出土した石器のなかには、赤色顔料が付着している磨石・敲石があった。これ

らについてはそのすべてを図示した。いずれも面全体や広い範囲で付着しているわけではなく、細

かな凹部、特にあばた状を呈するような部分に粒子状の顔料が残っている。これらの痕跡は、磨石・

敲石を用いて赤色顔料を粉砕した際に付着したものとみられ、意図的に赤色顔料を塗布したとは考

えにくい。このような痕跡から、当該調査区内で赤色顔料を使用して、例えば（199 － 38・39）・（217

－ 28 ～ 30）のような漆塗製品に用いられた可能性も考えられよう。

　また数こそ少ないものの、石剣や石刀を確認した。これらの素材は石斧にも選択されたものが使

われている。また石刀は未製品とみられることから、製品が搬入されたのではなく、当該地区で製

作されていたとみなすべきであろう。

　木製品は、漆塗木製品の漆膜の残片が出土した。僅かな小片から全体像を復原すると、蔓様の植

物２～３本を束ねたもので直径 13cm ほどの輪を作り、漆塗りで仕上げたものと考えられる。その

形状からは腕輪であると考えられよう。これらの腕輪は、すべてに赤漆が塗布されていた。

　以上のように、土器については、Ａ地区の第３遺構面出土遺物と比較してバリエーションが豊か

であるものの、同時期の様相を示す遺物群であると考えられる。また、その土器群に伴うとみられ

る土製品、石器、石製品、漆塗製品を提示することができた。
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図 179　Ｂ地区　土器棺墓３　出土遺物　（Ｓ.＝1/3）
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図 180　Ｂ地区　土器棺墓４　出土遺物　（Ｓ.＝1/3）
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図 182　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（１）　（Ｓ.＝1/3）
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図 183　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm

７

８

９

10

11

12



－ 250 －

図 184　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3）
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図 185　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（４）　（Ｓ.＝1/3）
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図 186　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（５）　（Ｓ.＝1/3）
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図 187　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（６）　（Ｓ.＝1/3）
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図 188　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（７）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm（１：３）
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図 189　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（８）　（Ｓ.=1/3)　
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図 190　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（９）　（Ｓ.＝1/2）

０ 10cm
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図 191　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（10）　（Ｓ.＝1/3）
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図 192　Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（11）　（Ｓ.＝1/3）
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図 193　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（１）　（Ｓ.＝1/3）
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図 194　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）
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図 195　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3）
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図 196　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（４）　（Ｓ.＝1/3）
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図 197　Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（５）　（Ｓ.＝1/3・1/2）
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０ 20cm

図 198 Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（６）　（Ｓ.＝1/3）
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図 199 Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（７）　（Ｓ.＝1/3・1/2）
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図 200 Ｂ地区　第３遺構面直上　第３群　出土遺物（１）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 201 Ｂ地区　第３遺構面直上　第３群　出土遺物（２）　（Ｓ．＝1/2・1/3）

９

10
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図 202 Ｂ地区　第３遺構面直上　第４群　出土遺物（１）　（Ｓ.＝1/3）
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７ ８

０ 20cm

図 203 Ｂ地区　第３遺構面直上　第４群　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）
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（１：２）０ 10cm

０ 20cm（１：３）

図 204 Ｂ地区　第３遺構面直上　第４群　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3・1/2）
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０ 20cm

図 205 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（１）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 206 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 207 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 208 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（４）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 209 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（５）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 210 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（６）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 211 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（７）　（Ｓ.＝1/3）
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図 212 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（８）　（Ｓ.＝1/3・1/2）
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図 213 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（９）　（Ｓ.＝1/3）
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図 214 Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（10）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 215 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（１）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 216 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（２）　（Ｓ.＝1/3）
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図 217 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（３）　（Ｓ.＝1/3・1/2・1/1）
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図 218 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（４）　（Ｓ.＝1/2・1/3）
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図 219 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（５）　（Ｓ.＝1/3）
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０ 20cm

図 220 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（６）　（Ｓ.＝1/3）
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図 221 Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（７）　（Ｓ.＝1/3）

０ 20cm
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第６章　まとめ

　前章までに詳述したように、京奈和自動車道建設に伴って観音寺本馬遺跡の発掘調査を実施した。

　当初、対象面積は 24,000 ㎡に及ぶものであったが、発掘調査が必要な面積と深さ、遺構面の数

などを確定するために、まずトレンチ調査を実施した。トレンチ面積は、Ａ地区・Ｂ地区を合わせ

て合計 3,720 ㎡であった。このトレンチ調査を受けて、面的に実施するべき発掘調査の面積を決定

し、最終的にＡ地区で 8,640 ㎡、Ｂ地区で 3,670 ㎡の発掘調査を実施した。

　トレンチ調査では、縄文時代から中・近世以降に至る各時代の遺構面が存在することを確認し、

それぞれの遺構面の現地表面からの深さについても、一定の見通しを得た。この第２－１次・第４

－１次調査では、中・近世以降の遺構については、いわゆる素堀溝や自然流路のみが存在する遺構

面も確認できた。しかし、そのような遺構面はトレンチ調査での記録に止め、面的には広げないと

いう当初の調査方針に基づいて、続く第２－２次・第４－２次調査では、調査対象と認めた第１遺

構面、第２遺構面、第３遺構面の各面を発掘調査した。

　第１遺構面で検出した遺構は次のとおりである。

　Ａ西区では、近世以降の井戸１基と流路、14 世紀頃とみられる素堀溝多数、奈良時代頃までに

埋没する溝４条、古墳時代前期の土坑１基を検出した。このうち、奈良時代とみられるＡ西区溝３

は、堰を伴うものであった。

　Ａ東区では、第１遺構面には、素堀溝だけが形成される面を認めたのみであったので、第２－２

次調査では、第１遺構面を対象にする発掘調査を実施しなかった。

　Ｂ地区では、溝１条を検出した。

　第２遺構面は、おおよそ弥生時代の遺構形成面である。検出した遺構は次のとおりである。

　Ａ西区では、第２遺構面の遺構は顕著ではない。わずかに第２－１次調査で、溝２条、ピット２

基を検出したのみである。

　Ａ東区では、この第２遺構面と同一面で、13 世紀前半頃とみられる井戸１基を検出した。この

井戸の近辺で、ピット２基、杭列を検出したが、これらは時期不詳の遺構であるものの、井戸とほ

ぼ同時期のものと想定した。

　弥生時代の遺構として、周溝墓１基、溝４条、土坑４基を検出した。周溝墓は中期前半頃の築造

とみられる。また、溝のうちＡ東区溝１は、方形周溝墓の溝である可能性が考えられる。出土遺物

には中期中頃の土器（広口長頸壺）があった。４基の土坑のうち、Ａ東区土坑１と同２は、比較的

多くの土器片等の遺物が出土した。土坑の形成時期は、中期後半頃とみられる。

　Ｂ地区では、ピット９基、土坑４基、溝４条を検出した。多くは弥生時代中期の遺構とみられる

が、土坑のうちＢ地区土坑４からは、縄文時代晩期末葉の凸帯文土器が出土した。また同土坑３は、

土坑４と同様の形状を呈することから、性格不詳ながら、形成時期が近い可能性が考えられる。
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　検出された４条の溝のうちでも特筆するべきは、弥生時代中期の土器片が出土したＢ地区溝４で

ある。幅１～ 1.5 ｍの溝が、長さ 110 ｍ以上にわたって検出された。この溝に伴って堰、護岸杭列

のほか、堰き止められた水を導水する施設などが見られた。

　第３遺構面は、縄文時代晩期中葉の篠原式期にあたる遺構形成面である。Ａ西区とＢ地区で遺構

が検出された。Ａ東区では第３遺構面に対応する土層の堆積状況は認められたが、遺構等は検出さ

れなかった。検出した遺構は次のとおりである。

　Ａ西１区では、土坑１基、流路を検出した。

　Ａ西２区では、土器棺墓１基、焼土１基を検出した。このほか、第３遺構面の直上に、石冠と石

斧が近接して並べ置かれている状況や、完形の浅鉢が伏せ置かれている状況が認められた。これら

は互いにほど近い位置で出土した。

　Ｂ地区では、建物跡２棟、土器棺墓６基、土壙墓１基、土坑５基を検出した。また、建物跡にと

もなって地床炉とみられる焼土を検出したが、これ以外に同程度規模の焼土を７箇所で検出した。

　第３遺構面では、このほか、多量の土器片・石器片等の遺物が遺構面上に分布する状況を確認し

たことは特筆するべきことである。これらは、基本的に原位置を移動していないと考えられる。こ

れらの土器を詳細にみれば、篠原式より型式的に古いものを若干量含んでいるが、その大半は篠原

式に該当する。さらに篠原式のなかでの細分を検討すると、中段階以降とされる資料が多く、下限

を新段階に置くと考えられる。

　土器の編年的位置に関するこのような理解からすれば、第３遺構面の形成時期は、篠原式中段階

から新段階に至る時期幅があったとみることもできる。つまり、第３遺構面は、その期間中比較的

安定した生活面として露出していて、人の活動があったということである。

　しかし、一方で、遺構として形成された土器棺墓に用いられた土器をみると、いずれも新段階に

位置づけられるものであった。土器棺墓などの遺構と第３遺構面上面に分布した土器群には相当な

相関関係があることは、遺構と遺物群の分布状況やＢ地区土器棺墓４出土の浅鉢の接合関係から見

て取ることができる。より完形に近い遺構出土品の年代と遺構面上に分布した遺物群の年代が近い

ものであるとすれば、第３遺構面上に分布した遺物群の年代は、型式学的には中段階から新段階の

時期幅があると考えられるものの、一つの様式として同一時期のものと括ることができよう。

　このことは、第３遺構面の上面で出土した土器群を一括遺物とみるかどうかという議論そのもの

である。そうであれば、今後、各地の調査による当該期の一括遺物の検出例の積み上げによって、

様式内容を検証するべきものといえよう。

　以上のように、観音寺本馬遺跡における今次調査では、中世以降、奈良時代、古墳時代、弥生時

代、縄文時代の各時期において重要な遺構・遺物を検出した。そのなかでも、遺構の密度が高かっ

たのは、弥生時代と縄文時代である。

　弥生時代の調査では、墓、土坑のほか、溝とそれに伴う堰などの新知見を得ることができた。縄
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文時代の調査では、土器棺墓など良好な状態で保存されていた遺構を検出したことは、これまで周

辺部で当該期の遺跡が存在することすら知られていなかったことと相俟って、重要な新資料を提供

することになった。これらは、今後の縄文時代の土器編年研究は言うに及ばず、集落論をはじめと

する縄文時代社会の研究にとって根本資料の一つとなろう。ここにそれを報告できたことは、今次

調査の大きな成果であった。
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別表２　出土土器観察表

１．各表の作成担当者は、別表中扉に記したとおりであるが、各表の「胎土」の項はすべて木許が担当した。また、

　表の作成後、全体を木許が通覧したうえで、修正・統括した。

２．須恵器を除く土器の胎土観察に際しては、寺沢薫編『矢部遺跡』（寺沢 1986）で採られた方法および基準

　を援用した。

３．胎土の観察には、『矢部遺跡』で用いられたものと同様の 30 倍のライトスコープを使用した。

４．『矢部遺跡』で設定された、土器の胎土中に含まれる鉱物の大きさ・量についての基準は以下のとおりである。

　鉱物の大きさ

　　Ⓛ：肉眼観察でも径 1.0m/m 以上の砂粒として確認できるもので、スコープではその多くを占める巨大な塊

　　　　と見られるもの。

　　Ｌ：肉眼観察では径 1.0m/m 前後に確認できるもので、スコープでは巨大な塊として見られるもの。

　　Ｍ：肉眼観察において径 0.5m/m 程度に確認できるもので、スコープでは大きな粒子として確実に観察され

　　　　るもの。

　　Ｓ：肉眼では殆ど判明できないか、スコープでは小さな粒子として十分観察しうる。

　　Ⓢ：肉眼では全く分からない。スコープではピンホール程度にかすかに観察できる。

　鉱物の量

　　０：観察では全く確認できなかったか、殆ど存しないに等しい。

　　１：極めて希少でありスコープ内に入らないこともままある。点在。

　　２：少ない。スコープ内には必ず入ってくるが、その量は数えられる程度である。散在しない偏在。

　　３：スコープ内には、必ず入り、数えられる量ではない。普遍的に認められるが、間隔は粗である。

　　４：多い。スコープ内に際立って目立つ存在である。普遍的に認めれ、その間隔は密である。

　　５：極めて多量である。スコープ全面に密集してみられる。鉱物が互いに接するものもある程度である。
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図－遺物
　　番号
器種
出土場所

・口頸部
　　形態と、調整 ( 施文 )・胴部

・底部（脚部・高台）
焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

74 －１
土師器
杯身
第１遺構
面　溝１

口径　11.8cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　3.6cm
　口縁部はごく僅かに内側に屈曲して外上方に延びて
いる。口縁端部の断面形は丸い。底部は体部から緩や
かに屈曲して繋がり、平らである。
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　不詳
　内面　ナデ

良好 Ｍ
１
Ｍ
１
Ｓ
３
Ｓ
２
Ｓ
１
Ｌ
２

・橙褐色
・橙褐色
・橙褐色

74 －２
土師器
杯身
第１遺構
面　溝１

口径　10.4cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　3.4cm
　口縁部は僅かに外反して上方に延びる。口縁端部の
断面形は丸い。底部は体部から緩やかに屈曲して繋が
り、下方に丸くやや膨らんでいる。
・外面　横方向のナデ　
　内面　横方向のナデ
・外面　不定方向ヘラケズリ
　内面　横方向のナデ
・外面　不定方向ヘラケズリ
　内面　ナデ

良好 Ｓ
２
Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

０Ｍ
３

・淡赤橙色
・赤橙色
・淡赤橙色

74 －３
土師器
杯身
第１遺構
面　溝１

口径　12.2cm（残存 2/3 からの回転復原）
器高　4.0cm
　口縁部は屈曲して外上方に開いている。口縁端部の
断面形は丸い。底部は体部から緩やかに屈曲して繋
がっている。底部は全体的に丸く膨らんでいる。　　
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　不定方向ヘラケズリ
　内面　ナデ
・外面　不定方向ヘラケズリ
　内面　ナデ

良好 Ｓ
３
Ｓ-

Ｌ
２

Ｓ
２
Ｓ
３
０Ｍ
２

・赤橙色
・赤橙色
・赤橙色

口縁部と底部
外面に煤付着。

74 －４
土師器
杯身
第１遺構
面　溝１

口径　12.2cm（残存 1/2 からの回転復原）
器高　3.9cm
　口縁部は、体部から緩やかに屈曲して上方にのびる。
口縁端部は丸い。体部と底部の境界は明瞭ではなく、
緩やかに屈曲して繋がっている。底部は平らである。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　不定方向ヘラケズリ
　内面　ナデ
・外面　不定方向ヘラケズリ
　内面　ナデ

良好 Ｓ
２
Ｍ
２
Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ
１
００径

３
㎜
程
の
花
崗
岩
礫

・淡黄灰色
・淡黄灰色
・淡黄灰色

74 －５
土師器
杯身
第１遺構
面　溝１

口径　13.7cm（残存 1/3 以上からの回転復原）
器高　3.8cm
　口縁部は体部から緩やかに屈曲して上方にのびる。 
口縁端部は丸い。体部と底部の境界は明瞭ではなく、
底部は下方に僅かに膨らんでいる。底部の器壁は比較
的厚い。底部外面にはヘラ状工具による細い沈線が１
条見られる。
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ヘラケズリ
　内面　ナデ
・外面　ヘラケズリ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
３
Ｍ
２
Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ
２
０Ｍ
２

・暗橙褐色
・黄橙褐色
・黄橙褐色

別表２－１　Ａ西区　弥生土器・土師器観察表
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図－遺物
　　番号
器種
出土場所

・口頸部
　　形態と、調整 ( 施文 )・体部、胴部

・底部（脚部・高台）
焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

74 －６
土師器
高杯杯部
第１遺構
面　溝１

口径　15.2cm
残存高　4.9cm
　口縁部は体部から弱い稜をなして屈曲し、外上方
にわずかに外反しつつ開いている。 口縁端部は丸い。
杯底部外面には径 4.5 ～ 5.5cm の脚部との接合痕が
残っている。
・外面　指頭による押圧のち横方向のナデ
　内面　ナデ
・外面　ヘラケズリの横方向のナデ
　内面　ナデ、指押さえ
・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
１
Ｓ
２
Ⓢ
２
Ｍ
１
Ｓ-

Ｍ
２

・淡黄橙色
・淡黄橙色
・淡黄橙色

口縁部外面の
一部と内面の
一部に黒斑。

74 －７
土師器
高杯　
第１遺構
面　溝１

口径　
残存高　6.3cm
　柱状部は外下方に下り、下半がわずかに膨らんでい
る。柱状部と裾部の境界は、外面は緩やかに屈曲して
いるが、内面は稜をなしている。
・－
・－
・外面　柱状部は縦方向のヘラミガキ、裾部はナデ
　内面　柱状部はヘラケズリ、裾部はナデ

良好 Ｓ-
Ｍ
２

Ｓ-
Ｍ
２

Ｓ
２
Ⓢ
３
Ｍ
３
０ ・暗赤色

・暗赤褐色
・淡黄灰色

74 － 13
土師器
杯身
第１遺構
面　溝２

口径　11.1cm（完形）
残存高　3.3cm
　口縁部は、極わずかに内彎しながら外上方にのびて
いる。口縁端部は丸い。体部と底部の境界は比較的明
瞭で鈍い稜をなしている。底部は下方にやや膨らむ。
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ナデ、およびヘラケズリ
　内面　ナデ
・外面　ヘラケズリ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
２
Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
１

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
３
０ ・淡橙灰色

・淡橙灰色
・－

 口縁部外面お
よび内面の一
部に黒斑。

74 － 14
土師器
杯身
第１遺構
面　溝２

口径　12.2cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　3.1cm
　体部と口縁部の境界は不明瞭である。口縁部は体部
から直線的に外上方へ繋がり、端部付近で僅かに外反
している。口縁端部は丸い。体部と底部の境界は明瞭
で、屈曲して繋がっている。底部は平底になっている。
・外面　横方向のナデ　
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のナデ、一部にヘラケズリ
　内面　横方向のナデ
・外面　不定方向ヘラケズリ
　内面　横方向のナデ

良好 Ｓ-

Ｍ
２

０Ⓢ-

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｓ
１
Ｓ
３

・淡赤褐色
・淡赤褐色
・淡赤褐色

74 － 15
土師器
杯身
第１遺構
面　溝２

口径  12.4cm（残存 1/6 からの回転復原）　
残存高　3.4cm
　口縁部はわずかに体部から直線的に繋がって外上方
に開いている。口縁端部は丸い。体部と底部の境界は
比較的明確で鈍い稜をなしている。底部は平らになる
とみられる。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　ヘラケズリ
　内面　ナデ

良好 Ⓢ-

Ｓ
１

Ｓ
１
Ｓ
１
Ⓢ
１
００ ・淡赤褐色

・淡赤褐色
・淡赤褐色

74 － 16
土師器
甕
第１遺構
面　溝２

口径　22.2cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　8.7cm
　口縁部は体部から大きく屈曲して外上方に開いてい
る。口縁端部は上下に僅かに肥厚している。
・外面　横方向のナデ、頸部は指頭押圧　
　内面　横方向のナデ
・外面　縦方向のハケ（13 条 /cm）、指頭押圧
　内面　横方向のハケ（16 条 /cm）
・－　

良好 Ｍ
２
Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
１
Ｓ
２
Ｓ-

Ｍ
２

０ ・淡橙灰色
　色
・淡黄灰色
・淡灰色
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図－遺物
　　番号
器種
出土場所

・口頸部
　　形態と、調整 ( 施文 )・体部、胴部

・底部（脚部・高台）
焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

75 － 23
弥生土器
壺
第１遺構
面　溝３

残存高　1.0cm
　 口縁部は大きく外上方に開く。口縁端部は外傾す
る面をなし、端面の上下は僅かに肥厚している。
・外面　横方向のナデ、端面は１条のヘラ描沈線文
　　　　のち刻み目
　内面　横方向のナデ
・－
・－

良好 Ｍ
２
Ｓ-

Ｌ
３

Ｓ
３
Ｓ
２
０Ｓ
１

・淡赤褐色
・淡赤褐色
・淡赤灰色

75 － 25
土師器
杯身
第１遺構
面　溝３

口径　12.0cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　3.4cm
　 口縁部は鈍い稜をなして体部から屈曲し、上方に
のびている。口縁端部は丸い。体部から底部にかけて
は緩やかに屈曲しながら繋がっている。底部は下方に
膨らむものとみられる。
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ヘラケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ
２
Ｓ
１
Ｓ
３
Ⓢ
２
００ ・淡赤灰色

・淡赤灰色
・淡赤灰色

75 － 26
土師器
杯身
第１遺構
面　溝３

口径　13.2cm（残存 3/4 からの回転復原）
底部径　4.4cm
器高　4.6cm
　口縁部は体部から屈曲して、僅かに外反しつつ上方
にのびている。口縁部と体部の境界は鈍い稜をなして
いる。口縁端部は内傾する面をなしている。端面の下
端の稜はやや不明瞭であるが、端面の中央は強いナデ
によって部分的に窪んでいる。体部下端で大きく屈曲
して底部に繋がっている。底部はやや上げ底風になる
とみられる。
・外面　横方向のナデ　
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のナデのち指頭押圧
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ

良好 Ⓢ
１
Ⓢ
１
Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
３

００ ・赤橙色
・淡赤褐色
・淡赤褐色

75 － 27
土師器
杯身
第１遺構
面　溝３

口径　13.6cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　4.3cm
　口縁部は体部から屈曲して、僅かに外反しつつ上方
にのび、端部付近で僅かに開いている。口縁部は丸い
が、やや尖り気味になっている。平らになるとみられ
る底部は、体部から緩やかに屈曲して繋がっている。
体部上半には粘土紐の接合痕跡が残る。　
・外面　横方向のナデ
　内面　ナデ（ナデは粗雑）
・外面　ナデおよび指頭押圧
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
１
Ｓ
２
Ｓ
１
００ ・赤灰褐色

・赤灰褐色
・赤灰褐色
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図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・体部 / 天井部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成 胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考

74 －８
杯蓋
第１遺構
面　溝１

口径　13.0cm（天井部残存 1/2 強からの回転復原）
残存高　4.0cm
　口縁部は僅かに開きつつ下方に下る。 口縁端部は
丸く収められている。口縁部と天井部の境界は強いヨ
コナデによって幅 11 ㎜ほどの凹線状の窪みになって
いる。天井部は平らである。
・外面　ヘラケズリのちナデ　
　内面　ヨコナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）、部分
　　　　的にヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・－

良好 　直径３㎜以下の長石を
若干含む。１㎜以下の石
英を含む。0.5 ㎜以下の
長石を含む。

・淡青灰色
・淡青灰色
・淡灰色

74 －９
須恵器
杯蓋
第１遺構
面　溝１

口径　13.2cm（残存 1/2 強からの回転復原）
残存高　3.7cm
　口縁部は僅かに開きつつ下方に下る。端部は丸く収
められている。天井部と口縁部の境界は不明瞭で、緩
やかに屈曲して繋がる。天井部は平らである。
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　不定方向ナデ
・－

良好 　直径８㎜の花崗岩礫を
１個含む。0.5 ㎜以下の
長石・石英を僅かに含む。

・淡青灰色
・濃赤灰色
・赤紫灰色

天井部内面に
有機質の付着
物。

74 － 10
須恵器
杯身
第１遺構
面　溝１

口径　12.4cm（完形）
器高　3.7cm
　たちあがりはほぼ直線的に内上方にのびる。 口縁
端部は丸く収められている。受け部は外上方に広がり、
上面は平らになっている。底部はあまり膨らまないで、
平らになる。
・外面　強いヨコナデ　
　内面　ヨコナデ
・外面　ヨコナデ　
　内面　ヨコナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　ヨコナデ

良好 　直径８㎜大のチャート
を 1 個含む。５㎜以下の
花崗岩礫を含む。１㎜以
下の長石、石英をかなり
含む。１㎜以下のチャー
トを含む。

・濃灰色
・濃灰色
・濃灰色

74 － 11
須恵器
杯身
第１遺構
面　溝１

口径　15.2cm（残存 1/2 からの回転復原）
残存高　3.9cm
　体部から口縁部にかけては直線的に繋がり、外上方
にのびている。 口縁端部は丸く収められている。平
らな底部には高台がつく。高台は僅かに外方へ踏ん
張っている。高台の下端面は水平な面をなす。
・外面　ヨコナデ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　ヨコナデ
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ナデ
　内面　不定方向ナデ

良好 　直径 0.5 ㎜以下の長石
を含む。石英を若干含む。
角閃石を僅かに含む。

・濃灰色
・淡灰色
・淡灰色

74 － 17
須恵器
甕
第１遺構
面　溝２

頸部径　18.4cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　6.3cm
　頸部は外反しつつ外上方に開いている。頸部は少な
くとも上下 2 段の構成になっており、残存部の上端
に断面三角形の突帯が巡っている。肩部は大きく横方
向に屈曲して張り出している。　
・外面　ヨコナデ後櫛描波状文（10 条１単位、
　　　　原体幅 12 ㎜）
　内面　ヨコナデ
・外面　ヨコナデ後櫛描波状文（５条１単位、   
              原体幅 6mm）
　内面　ヨコナデ
・－

良好 　直径 0.5 ㎜以下の長石、
石英を僅かに含む。

・明灰色
・明灰色
・明灰色

別表２－２　Ａ西区　須恵器観察表
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図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・体部 / 天井部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成 胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考

74 － 18
須恵器
壺蓋か
第１遺構
面　溝２

口径　22.8cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　3.7cm
　口縁部は下方にほぼ直線的にのびた後、端部付近で
やや強いヨコナデによって僅かに外反している。 口
縁端部は外傾する面を成し、内面にごく浅い凹線が巡
る。天井部と口縁部の境界は不明瞭で、緩やかに屈曲
して繋がっている。天井部の形態は、残存部からみて
平らになるとみられる。
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　ヨコナデ
・－　

良好 　直径 0.5 ㎜以下の石英・
長石を若干含む。0.1 ㎜
以下の雲母を含む。

・濃灰色
・濃灰色
・濃灰色

内面に有機質
の付着物。

74 － 19
須恵器
杯蓋
第１遺構
面　溝２

口径　15.2cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　3.8cm
　口縁部は外下方にほぼ直線的にのび、僅かに開いて
いる。 口縁端部は丸く収められている。天井部と口
縁部の境界は不明瞭で、緩やかに屈曲して繋がってい
る。天井部の形態は残存部から、平らになるとみられ
る。　
・外面　ヨコナデ　
　内面　ヨコナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　ヨコナデ
・－

良好 　直径１㎜以下の長石を
含む。0.5 ㎜以下の石英
を若干含む。0.1 ㎜以下
の雲母を含む。

・青灰色
・濃青灰色
・赤紫色

74 － 20
須恵器
杯身
第１遺構
面　溝２

口径　13.0cm（底部残存 1/3 からの回転復原）
残存高　3.9cm
　たちあがりは短く、内上方に直線的にのびる。 口
縁端部は丸く収められている。受け部はほぼ水平方向
に広がる。受け部上面は平らな面になる。底部はやや
歪で、底部中央付近が上底のように窪んでいる。
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　ヨコナデ

良好 　直径２㎜以下の長石・
石英を含む。0.1 ㎜以下
の角閃石・雲母を若干含
む。

・明青灰色
・明青灰色
・明青灰色

74 － 21
須恵器
長頸壺か
第１遺構
面　溝２

口径　8.8cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　5.4cm
　頸部はほぼ直線的に外上方へのびたのち、上端付近
でごく僅かに上方に屈曲している。 口縁端部は丸く
収められている。
・外面　ヨコナデ　
　内面　ヨコナデ
・－
・－

良好 　直径㎜以下の長石・石
英を含む。0.1 ㎜以下の
角閃石を僅かに含む。

・淡青紫色
・淡青紫色
・淡青灰色

外面に緑色釉。

75 － 24
須恵器
杯身
第１遺構
面　溝３

口径　13.6cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　3.5cm
　口縁部は体部から直線的に繋がって外上方にのび
る。 口縁端部は丸く収められている。底部は体部か
ら比較的明瞭に屈曲し、平らになる。
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　ナデ

不良 　直径２㎜以下の長石・
石英を若干含む。0.5 ㎜
以下の長石を含む。0.1
㎜以下の角閃石をかなり
含む。

・白灰色
・白灰色
・白灰色

外面底部に墨
書らしき陰影
が見えるが、
器壁が軟弱で
詳細不明。
口縁端部内外
面が黒色に変
色している。
煤か。

75 － 28
須恵器
杯蓋
第１遺構
面　溝３

口径　16.2cm　（残存 1/2 からの回転復原）
残存高　4.3cm　
　口縁部は外下方にほぼ直線的にのびる。 口縁端部
は丸いが、内面にごく浅い凹線を巡らして、段を形成
している。天井部と口縁部の境界の稜は鈍いが、僅か
に突出する。天井部は平らになる。
・外面　ヨコナデ　
　内面　ヨコナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　ヨコナデ
・－

良好 　直径 0.5 ㎜以下の長石、
石英を含む。0.1 ㎜以下
の雲母を含む。

・淡灰色
・淡灰褐色
・濃灰色



－ 300 －

図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・体部 / 天井部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成 胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考

75 － 29
須恵器
杯身
第１遺構
面　溝３

口径　13.2cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　4.4cm
　口縁部は体部から直線的に繋がって外上方にのび
る。口縁端部は丸く収められている。平らな底部には
高台がつく。高台は僅かに外方へ踏ん張る。高台の下
端は水平な面をなす。
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ヨコナデ　
　内面　ヨコナデ
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ、高台はヨコナデ

良好 　直径 0.1 ㎜以下の長石・
石英・雲母を含む。

・淡青灰色
・淡青灰色
・淡灰色

75 － 30
須恵器
杯身
第１遺構
面　溝３

口径　11.6cm（残存 1/2 からの回転復原）
残存高　4.3cm
　たちあがりは短く、内上方にのびた後、口縁端部付
近で僅かに屈曲して上方にのびる。 口縁端部は丸く
収められている。受け部は比較的厚みがあり、外方に
広がり、端部は丸い。
・外面　ヨコナデ　
　内面　ヨコナデ
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ヘラケズリ（ロクロ回転方向右廻り）
　内面　ヨコナデ

良好 　直径４㎜程度の花崗岩
礫を 1 個含む。2 ㎜以下
の石英を含む。0.5 ㎜以
下の長石、角閃石を僅か
に含む。

・淡灰色
・淡灰色
・淡灰色

75 － 31
須恵器
短頸壺
第１遺構
面　溝３

口径　11.4cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　5.2cm　
　口径部は、体部から明瞭に屈曲して外反しつつ外上
方に開いている。口縁端部は丸い。肩部と体部の境界
は比較的明瞭で、鈍い稜をなしている。
・外面　ヨコナデ
　内面　ヨコナデ
・外面　ヨコナデ　
　内面　ヨコナデ
・－

良好 　直径 0.5 ㎜以下の長石・
石英ををかなり含む。0．
5 ㎜程度の黒色粒をかな
り含む。

・濃灰色
・濃青灰色
・濃青灰色



－ 301 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

77 －１
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１
土坑２

口径　41.8cm（残存 1/6 以上からの回転復原）
残存高　13.7cm
　口頸部は比較的長いもので、外反している。胴部は
膨らみ、口頸部から緩やかに「Ｓ」字状に繋がるので、
頸胴部の境界は不明瞭である。口唇部は水平な面をな
す。胴部最大径は上半にあり、口径よりやや大きい。
器表外面に高さ 2.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深
鉢６類）
・外面　二枚貝条痕、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目　
　内面　ナデ
・外面　軽いケズリ
　内面　指頭による押圧のち横方向のナデ
・－

良好 Ⓢ
２
Ｌ
１
Ｓ
４
Ⓢ
２
０００・暗褐色

・淡赤褐色
・淡灰褐色

口縁部外面の
一部に黒斑。
篠原式中－新
段階

77 －２
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１
土坑２

口径　33.9cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　39.5cm
　口頸部は大きく外反する。胴部は口頸部から「Ｓ」
字状に屈曲して胴部に繋がっているので、その境界は
不明瞭である。口唇部は外傾する面をなす。胴部最大
径は中位よりやや上方にあり、口径に比べ僅かに小さ
い。（深鉢６類）
・外面　二枚貝条痕、口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目
　内面　 ナデ
・外面  胴部上端は二枚貝条痕のちケズリ、
       胴部上半横方向のケズリ、
       中位以下縦方向のケズリ
　内面　 頸胴部の境界付近指頭による押圧のち二枚
　　　　貝条痕のちナデ、以下中位まで二枚貝条痕
　　　　のちナデ、下半はナデ　
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
２
０Ｓ
２
０００・暗橙褐色

・ 口唇部は
黄褐色、胴
部は暗褐色
・灰褐色

外面全体に黒
斑。内面胴部
下半に炭化物
付着。
篠原式中－新
段階

78 －３
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１
土坑２

口径　34.0cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　9.7cm
　口頸部は短く、外上方へ開いている。胴部は口頸部
から明瞭に屈曲して繋がっている。頸胴部の境界は明
瞭に窄まったところにある。口唇部はやや外傾する面
をなす。（深鉢１類）
・外面　指頭による押圧のちナデ、口唇部に「Ｏ」字
　　　　形の刻目
　内面　横方向のナデ
・外面　ケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｍ
３
Ｍ
３
Ｓ
２
Ⓢ
１
０００・暗褐色

・黒色
・黒褐色

篠原式中段
階？

78 －４
底部
１区
下層トレ
ンチ１
土坑２

底部径　3.5cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　4.4cm
　底部は下方に突出する凹底である。底面の凹みが深
く、高台状になっている。（底部Ａ３類）
・－　
・－
・外面　ケズリのち指押さえ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
２
Ｍ
３
Ｓ
３
Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ
１
００・淡褐色

・淡灰褐色
・淡灰色

篠原式古段階

別表２－３　観音寺本馬遺跡　Ａ西区　縄文土器　観察表



－ 302 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

78 －５
底部
１区
下層トレ
ンチ１
土坑２

底部径　3.7cm（底部完存）
残存高　4.7cm
　底部は下方に突出しない凹底である。（底部Ａ２類）
・－
・－
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 Ｓ
３
Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
２
００・淡黄灰色

・暗灰褐色
・濃褐色

篠原式中－新
段階

79 －１
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

残存高　5.0cm
　口頸部はごく僅かに外反している。口唇部の断面形
は丸い。
・外面　条痕
　内面　ナデ
・－　
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
２
Ｓ
３
Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ
２
００・淡黄灰色

・淡黄橙色
・淡灰色

滋賀里Ⅱ式

79 －２
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

残存高　5.0cm
　口頸部は外上方に直線的にのびる。口唇部の断面形
は丸いが、やや尖り気味である。器表外面、内面は高
さ 1.2cm の粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　ナデ、 口唇部に「Ｏ」字形の刻目
　内面　ナデ　
・－
・－

良好 Ｌ
２
Ｌ
３
Ｓ
２
Ⓢ
１
Ｌ
１
００・暗橙色

・淡褐色
・褐色

口頸部外面全
体と口唇部内
面の一部に黒
斑。

79 －３
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

残存高　5.9cm
　口頸部は直線的に外上方にのびる。口唇部の断面形
は丸い。器表外面には粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　指頭による押圧のちナデ
　内面　指頭による押圧のちナデ
・－　
・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
３
Ｓ
３
０００・淡黄褐色

・黒褐色
・黒褐色

口唇部外面に
黒斑。

79 －４
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

残存高　9.8cm
　口頸部は僅かに外反し、緩やかに膨らむ胴部に繋が
る。頸部と胴部の境界は不明瞭である。口唇部はやや
外傾する面をなす。器表外面、内面に高さ 1.0cm ない
し 1.6cm の粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　ナデ
　内面　ケズリ　
・外面　ナデ
　内面　ケズリ、一部に二枚貝条痕
・－

良好 Ｌ
２
Ｌ
２
Ｓ
３
Ｓ
２
Ｌ
４
００・淡黄褐色

・淡黄褐色
・暗灰色

内面一部に黒
斑。

79 －５
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

残存高　7.2cm
　口頸部は緩やかに外反する。口唇部の断面形は丸い。 
器表外面には粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　ケズリ
　内面　貝殻条痕
・－
・－

良好 Ｍ
３
Ｍ
３
Ｓ
３
Ｓ
３
０００・淡褐色

・明褐色
・暗褐色

外面の一部に
黒斑。

79 －６
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

残存高　4.9cm
　残存部は波状口縁の波長部にあたる。口頸部は僅か
に外反する。口唇部の断面形は丸い。器表外面、内面
に高さ0.7cmないし1.3cmの粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　 口縁端部に指頭圧痕、以下ナデ
　内面　口縁端部に指頭圧痕、以下ナデ
・－
・－

やや
軟

Ｍ
３
Ｍ
２
Ｓ
１
Ⓢ
１
Ｍ
１
００・暗褐色

・暗褐色
・黒色



－ 303 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

79 －７
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　21.8cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　6.0cm
　口頸部はごく僅かに外反してのびている。頸部と胴
部の境界は不明瞭である。口唇部は水平な面をなす。 
・外面　二枚貝条痕（二枚貝内面による調整）、
　　　 　口唇部に「Ｏ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　二枚貝条痕（二枚貝外面による調整）
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ
３
Ｍ
３
Ｓ
３
Ⓢ
３
Ｍ
１
００・淡黄灰色

・淡黄褐色
・淡灰黄色

口縁部内面一
部に黒斑。
篠原式中－新
段階

80 －８
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　39.6cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　13.3cm
　口縁部は緩やかな波状口縁になる。口頸部は直立し
て膨らむ胴部に繋がる。口唇部の断面形は丸い。器表
外面、内面に粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は
中位にあり、口径よりも大きい。（深鉢２類）
・外面　ナデ、口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目　
　内面　ナデ（外面よりも幅が広い）
・外面　頸胴部の境界よりやや上方からケズリ
　内面　頸胴部の境界付近以下指頭による押圧のち
　　　　ナデ
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
２
Ｓ
３
Ⓢ
２
Ｍ
２
００・暗黄褐色

・灰褐色
・暗灰褐色

篠原式中段階

80 －９
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　27.4cm（残存 1/5 からの回転復原）
残存高　5.1cm
　短い口頸部は僅かに外上方へ開き、屈曲して膨らむ
胴部に繋がる。頸部と胴部の境界は窄まったところに
ある。口唇部はやや外傾する面をなす。器表外面、内
面に粘土紐による接合痕跡が残る。（深鉢１類）
・外面　指頭による押圧のち横方向のナデおよび
　　　  右上がり方向のナデ、 
　　　　口唇部に指頭による大振りの刻目
　内面　 口唇部は指頭による押圧のちナデ、
　　　　 以下横方向のナデ
・－
・－

やや
軟

Ｌ
３
Ｌ
３
Ⓢ
２
Ⓢ
１
Ｌ
２
００・淡橙褐色

・暗灰褐色
・暗灰褐色

篠原式中段
階？

80 － 10
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　31.0cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　4.2cm
　口縁部は１単位が 1.0cm ほどの間隔が狭い波状に
なっている。口頸部は「Ｓ」字状に屈曲して胴部に繋
がるとみられ、大きく外反して開く。口唇部はやや丸
みを帯びた面をなす。（深鉢１類） 
・外面　貝殻条痕（二枚貝か？）
　内面　ミガキ（原体幅 4.0mm）　
・－
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
２
Ⓢ
１
Ｍ
２
０００・暗黄褐色

・褐灰色
・淡灰色

口縁部外面お
よび内面の一
部に黒斑。
篠原式中－新
段階

80 － 11
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　21.6cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　8.4cm
　口頸部は、外反してのびる。頸胴部の境界は外面は
明瞭でないが、内面は張ったところにあり、強いナデ
調整によって鈍い稜線をなしている。口唇部はやや外
傾する面をなす。器表外面、内面に高さ 0.6cm ～ 1.4cm
の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は中位にあり、
口径よりも僅かに大きい。（深鉢６類（７類範疇））
・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｖ」字形の刻目
　内面　ナデ　
・外面　ケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
２
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
２

０００・暗褐色
・暗褐色
・暗褐色

外面全体に黒
斑。
篠原式新段階



－ 304 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

80 － 12
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　27.2cm( 残存 1/8 からの回転復原 )
残存高　9.5cm
　口頸部は胴部から外上方に開き、屈曲して胴部に繋
がる。頸部と胴部の境界は張ったところにある。胴部
は僅かに膨らむ。口唇部は水平な面をなす。胴部最大
径は上半にあり、口径とほぼ同じ大きさになる。（深
鉢６類）
・外面　ナデ、一部に条痕、頸部の一部に指頭圧痕
　内面　ナデ、頸部の一部に指頭圧痕
・外面　頸胴部界よりやや下方からケズリのちナデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
２
Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
２

０００・暗黄褐色
・暗灰褐色
・暗灰褐色

篠原式中－新
段階

81 － 13
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　34.5cm（胴部残存 1/6 からの回転復原）
残存高　10.9cm
　口頸部は胴部より僅かに屈曲して、外上方に開く。
胴部の膨らみは弱く、外面の頸胴部の境界は不明瞭で
ある。内面の頸胴部界は、強いナデ調整によって鈍い
稜線をなしている。口唇部はやや丸みを帯びた面をな
している。胴部最大径は中位にあり、口径とほぼ同じ
になる。（深鉢６類）
・外面　ナデ、一部ケズリ
　内面　ナデ
・外面　 頸胴部界よりやや下方からケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ
３
Ⓢ
２
Ｍ
２
００・暗橙褐色

・暗黄灰色
・暗灰色

篠原式中－新
段階

81 － 14
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　33.4cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　10.2cm
　口頸部は胴部よりやや外反してのび、膨らむ胴部に
屈曲して繋がる。胴部と頸部の境界は胴部の窄まった
ところにあり、外面では強い横方向のナデ調整で区画
されている。口唇部はやや外傾する面をなす。器表外
面に粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径はほぼ中位
にあり、口径よりも大きくなる。（深鉢６類（３類範疇））
・外面　指頭による押圧のちナデ
　内面　ナデ、頸部は指頭による押圧のちナデ
・外面　頸胴部界は強い横方向のナデ、
　　　　以下縦方向のケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｌ
３

Ｌ
３
Ｓ
２
Ⓢ
１
Ｓ-

Ｌ
２

００ 　
　

・暗赤褐色
・暗赤褐色
・暗褐色

篠原式中段階

81 － 15
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　31.8cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　11.9cm
　口縁部は非常に緩やかな波状口縁になる。口頸部は
胴部へ屈曲なく連続的に繋がり、砲弾形を呈す。口唇
部の断面形は丸いが、やや尖りぎみである。器表外面、
内面に高さ 2.0 ㎝の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最
大径は中位にあり、口径よりも小さくなっている。（深
鉢８類）
・外面　ナデ、 口唇部に刻目か？
　内面　ナデ
・外面　ケズリ
　内面　横方向のナデ
・－　

良好 Ｓ-

Ｍ
１

Ｓ-

Ｍ
１

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
１
００・淡黄灰色

・淡黄灰色
・濃灰色

外面全体に黒
斑。
胎土精良。
篠原式中段階



－ 305 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

81 － 16
深鉢
１区
下層トレ
ンチ１

残存高　8.2cm
　口頸部は屈曲なく、外上方に開く。口唇部はやや丸
みを帯びた面をもつ。器表外面、内面には粘土紐の接
合痕跡が残る。（深鉢８類）
・外面　 口唇部上端に指頭圧痕、以下縦方向のケズリ
　内面　 口唇部上端に指頭圧痕、以下横方向のナデ
・－
・－

良好 Ｌ
３
Ｌ
３
Ｓ
４
Ｓ-

Ｍ
３

０００・黄灰褐色
・黄灰褐色
・黄灰褐色

篠原式中段階

82 － 17
浅鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　38.4cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　5.5cm
　短い口頸部は外上方に開き、張り出す胴部に繋がる。
口唇部は外傾する面をなしている。胴部は中位で湾曲
し、肩部を形成する。頸部と胴部の境界は明確に屈曲
した所にある。肩部径は口径より大きくなる。口頸部
外面と肩部内面に粘土紐の接合痕跡が残り、内面での
高さは 0.6cm である。（浅鉢Ｃ３類）
・外面　縦方向のミガキ（原体幅 2.5mm）、 
　　　　口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目
　内面　横方向のミガキ（原体幅 3.0 ～ 4.0mm）　　
・外面　横方向のミガキ（原体幅 3.0 ～ 4.0mm）
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ-
Ｌ

Ｍ
１
Ｓ
３
Ⓢ
３
Ｍ
３
００・淡灰褐色

・灰褐色
・暗褐色

篠原式中段階

82 － 18
浅鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　35.0cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　3.0cm
　短く太い口頸部はやや外反し、張り出す胴部に繋が
るものとみられる。口唇部は外傾する面をなす。口唇
部内面は抉りによる段があり、この段以下ではっきり
としたナデ調整が施され、凹みをなしている。（浅鉢
Ｃ３類）
・外面　ミガキ（原体幅 2.2mm）、
　内面　ミガキ　（原体幅 3.0mm）、口唇部に「Ｖ」字
　　　　形の刻目
・－
・－

良好 Ｍ
３
Ｓ
２
Ｓ
３
Ｍ
２
Ｓ
２
００・明褐色

・暗黄灰色
・暗黄灰色

口縁部外面と
内面の一部に
黒斑。
篠原式中－新
段階

82 － 19
浅鉢
１区
下層トレ
ンチ１

口径　31.5cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　5.3cm
　口頸部は短く外上方にのび、頸胴部の境界は屈曲し
たところにある。口唇部の断面形は丸い。胴部は上半
で屈曲し、張り出す肩部をもつ。口径と肩部径の大き
さはほぼ同じになる。（浅鉢Ｂ類）
・外面　ナデ　
　内面　ナデ
・外面　ナデ（ミガキのような丁寧なナデ）
　内面　指頭による押圧のち肩部は横方向のナデ、
　　　　以下ミガキ（原体幅 3.0mm）
・－

良好 Ｓ
３
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ-

Ｍ
３

０００・明橙褐色
・口縁部は
黄橙褐色、
胴部は暗灰
色
・明橙褐色
及び暗灰色

口頸部外面に
炭化物付着。
胴部外面に黒
斑。
胎土精良。
篠原式古段階

82 － 20
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　3.4cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　3.1cm
　底部は下方に突出し、下端が僅かに外方へ突出する
小さな凹底である。底面は僅かに窪み、断面に粘土紐
の接合痕跡が残る。丸底に粘土帯を貼り付けて、凹底
に仕上げている。（底部Ａ４類）
・－
・－
・外面　ケズリ
　内面　ケズリのちナデおよび指押さえ

良好 Ｌ
３
Ｍ
２
０Ｓ
１
Ｍ
２
００・明灰褐色

・黒褐色
・黒褐色

篠原式古－中
段階



－ 306 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

82 － 21
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　4.9cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　4.2cm
　底面は丸底が窪み、凹底化している。胴部は底部か
ら僅かに屈曲して繋がる。（底部Ａ２類）
・－
・－
・外面　側面は摩滅により不明、底面はナデ
　内面　ヘラケズリのちナデ

やや
軟

Ｓ
３ 　
　
　

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
３
Ⓢ
３
０００・淡橙褐色

・暗褐色
・黒褐色

篠原式中段階

82 － 22
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　2.8cm（底部完存）
残存高　5.4cm
　底部は小さな凹底である。底面は僅かに窪み、その
中央部はナデ調整により平滑である。胴部は底部から
屈曲なく緩やかに繋がっている。（底部Ａ１類）
・－
・－
・外面　ケズリのちナデ
　内面　ケズリのちナデ

良 Ｓ-
Ｍ
３

Ｍ-
Ｌ
３

Ｓ
２
Ｓ
１
０００・赤褐色

・淡灰色
・淡褐色

篠原式古－中
段階

82 － 23
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　3.8cm（底部完存）
残存高　3.2cm　
　底部は下方に突出している。底面の幅が大きく、窪
みが明確である。（底部Ａ２類）
・－
・－
・外面　縦方向のケズリ　
　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２
Ｓ
２
０００・赤褐色

・黒色
・褐色

底面の内面全
体に炭化物付
着。
篠原式古－中
段階

82 － 24
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　8.8cm（残存 1/5 からの回転復原）
残存高　4.5cm
　底部は底面が僅かに窪む凹底である。胴部と底部の
境界は明瞭でなく、やや外反して繋がる。（底部Ａ１類）
・－
・－
・外面　ケズリ　
　内面　二枚貝条痕

良好 Ｍ
２
Ｍ
２
Ｓ
３
Ｓ
３
Ｍ
１
００・灰黄褐色

・淡黄褐色
・淡褐色

篠原式中段階

82 － 25
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　4.4cm（残存 1/2 からの回転復原）
残存高　3.3cm
　底部は下方へ突出せず、底面の窪みが明確な凹底で
ある。胴部と底部の境界は不明瞭で、緩やかに屈曲し
ている。（底部Ａ２類）
・－
・－
・外面　指押さえ
　内面　ナデ

やや
軟

Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２
０Ｓ
１
００・暗赤褐色

・灰色
・灰色

篠原式中段階

82 － 26
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　4.3cm（残存 3/4 からの回転復原）
残存高　5.9cm
　底部は底面が欠損しているため、凹底か平底かは不
明である。底面の幅は比較的大きい。胴部と底部の境
界は不明瞭で、やや立ちぎみに外上方にのびる。
・－
・－
・外面　ケズリ
　内面　指頭による押圧のちナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２
Ｓ
２
Ｓ-

Ｌ
４

０００・暗黄灰色
・暗黄灰色
・暗灰色



－ 307 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

82 － 27
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　3.4cm（底部完存）
残存高　3.0cm
　底部は底面の幅が大きく、丸底に近い尖底である。

（底部Ｃ１類）
・－
・－
・外面　ケズリのちナデ
　内面　ナデ

良好 Ｌ-

Ⓛ
３

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
２
Ｓ-

Ｌ
２

Ｓ
１
００・黄灰褐色

・淡灰褐色
・淡灰色

底部外面の一
部に黒斑。底
部内面に炭化
物付着。
篠原式新段階

82 － 28
底部
１区
下層トレ
ンチ１

底部径　2.2cm（底部完存）
残存高　5.8cm
　底部は緩やかに外上方にのびる。底面の幅が比較的
大きく、丸底に近いがごく僅かに尖る。（底部Ｃ１類）
・－
・外面　ケズリのちナデ　
　内面　ナデ
・外面　横方向のナデ
　内面　ケズリのちナデ

Ｍ
２
Ｍ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ-

Ｍ
２

０００

84 －１
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２
土器棺墓
１

口径　28.6cm（残存 1/2 からの回転復原）
底部径　3.5cm（残存 3/4 からの回転復原）
残存高　27.7cm
　全体は砲弾形を呈し、口縁部から底部まで緩やかに
繋がっている。底部は小さな平底である。口唇部は水
平な面をなす。胴部最大径は中位にあり、口径とほぼ
同じ大きさになる。器表外面に高さ 1.2cm の粘土紐の
接合痕跡がある。（深鉢８類）（底部Ｂ１類）
・外面　ナデ　
　内面　二枚貝条痕のちナデおよび板状工具による
　　　　縦方向のナデ
・外面　縦方向のケズリ、一部に横方向のケズリ
　内面　二枚貝条痕、板状工具による縦方向のナデ
・外面　ナデ、一部ケズリ
　内面　横方向のケズリのちナデ

良好 Ｓ
１
Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
３
Ｓ
３
Ｓ
２
００・淡橙灰色

・黄灰色
・暗灰褐色

外面胴部上
半、内面胴部
下半に黒斑。
篠原式中段階

85 －１
不明
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

残存高　5.9cm
　胴部は直立ぎみにのびている。
・－
・外面　ナデのち、ヘラ状工具による細い沈線（幅１
mm）が斜方向に多数施文されている。
　内面　ナデ（ミガキのような丁寧なナデ）
・－　　　　　　　　　

良好 Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ
３
Ⓢ
３
０００・暗灰褐色

・暗黄灰色
・灰褐色

滋賀里Ⅲ a 式

85 －２
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　25.8cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　7.5cm
　口頸部は胴部へ緩やかに屈曲して繋がり、外反して
開く。口唇部の断面形は丸いがやや尖りぎみである。 
器表外面に粘土紐による接合痕跡が残る。（深鉢６類）
・外面　貝殻条痕（二枚貝か？）頸胴部の境界付近に、
　　　　右上がりの爪形文が２ヶ所、
　　　　口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目
　内面　ナデ
・－
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
Ｌ
３

Ｓ
３
Ｍ
３
０００・淡黄灰色

・暗灰褐色
・淡黄灰色

篠原式中段階



－ 308 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

85 －３
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　33.8cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　12.5cm
　口頸部はやや外反して、緩やかに「Ｓ」字状に胴部
に繋がる。頸部と胴部の境界は不明瞭である。口唇部
の断面形は丸いがやや尖りぎみである。胴部最大径は
上半の張ったところにあり、口径よりもやや大きい。

（深鉢６類）
・外面　二枚貝条痕、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　横方向のナデ
・外面　ケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｌ
２
Ｌ
２
Ｓ
３
Ｓ
３
０００・黄褐色

・暗灰褐色
・暗灰色

篠原中－新段
階

86 －４
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　22.6cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　7.0cm　
　口頸部は外反する。口唇部は外傾する面をなす。口
縁部に緩やかな山形の突起が付いている。（深鉢６
類？）
・外面　二枚貝条痕のちナデ、 
　　　　突起部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　横方向のナデ、
　　　　頸部との境界付近は強い横方向のナデ
・－
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
３
Ｓ
３
Ⓢ
２
Ｓ
１
００・淡黄灰色

・淡黄灰色
・淡黄灰色

口縁部内面に
一箇所黒斑。
篠原式中－新
段階

86 －５
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　29.2cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　17.5cm
　口頸部は緩やかに「Ｓ」字状に胴部へ繋がり、外上
方へのびる。胴部の膨らみはほとんど認められない。
胴部と頸部の境界は不明瞭であるが、内面では窄まっ
たところで稜をなしている。口唇部の断面形はやや内
傾する面をなす。胴部最大径は中位にあり、口径より
僅かに小さい。（深鉢６類（３類範疇））
・外面　二枚貝条痕、 口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目
　内面　指頭による押圧のち横方向のミガキ（原体幅
　　　　3.0 ～ 4.0mm）
・外面　上半横方向のケズリ、以下縦方向のケズリ
　内面　指頭による押圧のち横方向のナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｌ
３

Ｌ
２
Ｓ
３
Ｓ-

Ｍ
３

０００・黄灰色
・暗褐色
・黄灰色

口縁部外面と
頸部外面の一
部にに黒斑。
篠原式中－新
段階

86 －６
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　31.2cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　12.6cm
　口頸部は直立して膨らむ胴部に繋がっている。頸部
と胴部の境界はあまり明瞭ではない。口唇部の断面形
は丸い。胴部最大径は上方にあり、口径よりも大きい。

（深鉢２類）
・外面　二枚貝条痕、 口唇部に刻目
　内面　ナデ
・外面　ケズリ
　内面　頸部と胴部の境界付近は強い横方向のナデ、
　　　　胴部以下ナデ
・－

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
３
Ｓ
２
０００・黄橙褐色

・褐灰色
・褐灰色

篠原式中段階



－ 309 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

87 －７
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　29.9cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　6.9cm
　口頸部は外反して開き、胴部に繋がっている。胴部
は膨らむとみられる。口唇部は水平な面をなす。頸部
と同部の境界付近に粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢
６類）
・外面　横方向のケズリ
　内面　ナデ
・外面　横方向のケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ-

Ⓛ
３

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
３
Ⓢ
３
Ｍ
１
００

87 －８
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　27.4cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　12.9cm
　口頸部は僅かに外反し、弱く膨らむ胴部に緩やかに

「Ｓ」字状に繋がる。頸部と胴部の境界は不明瞭である。
口唇部の断面形は丸い。胴部最大径は中位にあり、口
径よりもやや大きい。（深鉢６類）
・外面　ケズリのち横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　ケズリ
　内面　二枚貝条痕のちのナデ
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
２
Ｓ
３
Ｓ
２
Ｍ-

Ｌ
３

００・灰黄褐色
・灰黄褐色
・灰黄褐色

口縁部外面の
一部に黒斑。
篠原式中－新
段階

87 －９
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　36.0cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　14.7cm
　口頸部は外反して開き、緩やかに胴部に繋がる。胴
部はあまり膨らまない。頸部と胴部の境界は不明瞭で
ある。口唇部は僅かに外傾する面をなす。胴部最大径
は中位にあり、口径とほぼ同じ大きさになる。（深鉢
６類）
・外面　貝殻条痕（摩滅により原体不明）、 口唇部に
　　　　「Ｄ」字形の刻目？
　内面　ナデ（ミガキのような丁寧なナデ）
・外面　 頸胴部は横方向のケズリ、
　　　　以下縦方向のケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｓ-

Ⓛ
３

Ｍ-

Ⓛ
３

Ⓢ
２
Ｓ
２
０００・淡褐色

・黒褐色
・黒褐色

 口縁部上端外
面に黒斑。
篠原式中－新
段階

88 － 10
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　23.3cm（残存 1/2 からの回転復原）
残存高　19.0cm
　口頸部は外反して開き、緩やかに胴部に繋がる。胴
部はあまり膨らまない。頸部と胴部の協会は不明瞭で
ある。口唇部は僅かに外形する面をなす。胴部最大径
は中位にあり、口径とほぼ同じ大きさになる。（深鉢
６類）
・外面　貝殻条痕（摩滅により原体不明）、
　　　 口唇部に「Ｄ」字形？の刻目
　内面　ナデ（ミガキのような丁寧なナデ）
・外面　頸胴部は横方向のケズリ、
　　　 以下縦方向のケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｍ-

Ⓛ
４

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
１
Ｓ-

Ⓛ
２

０００



－ 310 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

88 － 11
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　29.8cm（残存 1/15 からの回転復原）
残存高　13.8cm
　口頸部は膨らむ胴部に「Ｓ」字状に繋がる。胴部と
頸部の境界は不明瞭である。口唇部は丸い。器表外面
に粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は中位にあり、
口径より僅かに大きい。（深鉢６類）
・外面　ナデ、 口唇部に「Ｖ」字形の刻目
　内面　横方向のナデ
・外面　ナデ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ-

Ⓛ
３

Ｓ
３
Ⓢ
３
Ｓ
１
００・灰黄褐色

・褐灰色
・暗褐色

口縁端部の外
面一部と口頸
部内面の一部
に黒斑。
篠原式新段階

88 － 12
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　37.5cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　10.7cm
　 口頸部は長く外反する。頸胴部の境界は不明瞭であ
り、口縁部から胴部まで「Ｓ」字状に繋がるとみられる。
口唇部の断面形は丸いがやや尖り気味である。器表内
面に高さ 0.5 ～ 0.8cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深
鉢６類）　
・外面　横方向のナデ（板目の残る粗いナデ）、
　　　　 口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ
３
Ｓ-

Ⓛ
１

Ｍ
１
００・黄灰色

・黒褐色
・黒褐色

口縁部外面一
部に黒斑。
篠原式新段階

89 － 13
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　24.8cm（胴部残存 1/7 からの回転復原）
残存高　10.6cm
　口頸部は直線的に外上方にのびる。頸部と胴部は緩
やかに繋がり、胴部に向かって窄まる形状をする。頸
胴部の境界は不明瞭である。口唇部は外傾する面をな
す。胴部最大径は上半にあり、口径よりも小さい。（深
鉢５類）
・外面　ナデ、 口唇部に「Ｖ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　 頸胴部の境界よりやや下から縦方向のケズリ
　内面　ナデ
・－

やや
軟

Ｍ
２
Ｍ
２
Ｓ
３
Ⓢ
２
０Ｍ
２
０・暗橙褐色

 口唇部は内
外面ともに
濃灰色
・暗橙色
・灰色

篠原式新段階

89 － 14
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　28.5cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　8.8cm
　口頸部は膨らむ胴部よりやや外反してのびる。胴部
と頸部の境界は外面では不明瞭だが、内面では張った
所にある。口唇部はやや外傾する面をなす。器表外内
面に粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径はその中位
にある。（深鉢６類 （７類範疇？））　
・外面　二枚貝条痕のちナデ、
　　　　口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　横方向のケズリ
　内面　 頸胴部の境界以下は強い横方向のナデ
・－

良好 Ｌ
２
Ⓛ
２
Ｓ
４
Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
１
００・明黄褐色

・明黄褐色
・赤褐色

篠原式中－新
段階



－ 311 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

89 － 15
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　47.8cm（胴部残存 1/7 からの回転復原）
残存高　21.8cm
　口頸部の外反度合いは弱く、膨らむ胴部へ緩やか
に「Ｓ」字状に繋がるので、その境界は不明瞭である。
口唇部は丸い。胴部最大径は中位にあり、口径より僅
かに大きい。（深鉢６類）
・外面　ナデ、 口唇部に刻目
　内面　ナデ
・外面　胴部上位は横方向のナデ、以下ケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ-

Ⓛ
３

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２
Ｓ
２
Ｍ
１
００

90 － 16
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　30.8cm（胴部残存 1/6 からの回転復原）
残存高　11.2cm
　口縁部は緩やかな波状になる。口頸部は外反し、胴
部に繋がる。頸部と胴部の境界は、屈曲部より下にあ
る。口唇部は外傾する面をなす。胴部最大径は中位に
あるとみられ、口径よりも大きくなる。（深鉢６類（７
類範疇））
・外面　ナデ。波頂部から頸部下端に向かって、半截
　　　　竹管状工具で２条１対の沈線を２単位、計４
　　　　条を押し引いた後、１単位の間に「Ｃ」字形
　　　　爪形文が充填される。
　　　　口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　横方向のヘラケズリ。胴部上端に半截竹管状
　　　　工具による「Ｃ」字形爪形文が、横位に連続
　　　　して施される。
　内面　丁寧なナデ
・－

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ
２
Ｍ
３
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｍ
２
００・黄灰褐色

・灰褐色
・灰褐色

谷尻式系
篠原式新段階

90 － 17
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　34.6cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　10.9cm
　口頸部は胴部から直線的に外上方にのびる。頸部と
胴部は緩やかに繋がり、その境界は不明瞭である。胴
部はあまり膨らまないものとみられる。口唇部の断面
形は丸いが、やや尖りぎみである。胴部最大径は中位
にあり、口径よりも小さい。（深鉢５類）
・外面　ナデ
　内面　横方向の粗いナデ
・外面　屈曲部以下縦方向のケズリ -
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ
１
Ｍ
２
Ｓ
１
Ｓ
１
Ｍ
２
００・黄灰色

・黒褐色
・黒色

口頸部外面の
一部に黒斑。
篠原式新段階

90 － 18
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　37.0cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　9.9cm
　口頸部は胴部から外上方にのびる。頸部と胴部の境
界は明瞭で、屈曲したところにある。胴部内面には鈍
く丸い綾をもつ。口唇部の断面形は丸い。器表外面に
高さ 0.5cm または 1.6cm の粘土紐の接合痕跡が残る。
胴部最大径は中位にあるとみられ、口径より大きくな
ると思われる。（深鉢３類）
・外面　ケズリのちナデ
　内面　ナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
３
Ｓ
２
Ｓ
１
Ｍ
１
０・橙褐色

・暗橙褐色
・淡灰色

篠原式中段階



－ 312 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

91 － 19
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　46.0cm（残存 1/7 からの回転復原）
残存高　9.4cm
　口頸部は緩やかに外反する。胴部は膨らむとみられ
る。口唇部は丸く、一部やや尖り気味のところがある。

（深鉢６類？）
・外面　二枚貝条痕のちナデ、 
　　　   口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　指頭による押圧のち横方向のミガキ
　　　　（原体幅 5.0 ～ 7.0mm）
・外面　横方向のケズリ
　内面　横方向のミガキ（原体幅 5.0 ～ 7.0mm）
・－　

良好 Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ
３
Ｓ
４
Ｍ
２
００・黄灰褐色

・黒褐色
・淡灰黄色

篠原式中－新
段階

91 － 20
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　48.0cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　21.1cm
　口頸部は直立し、弱く膨らむ胴部に繋がる。頸胴部
の境界は不明瞭である。口唇部の断面形は丸いがやや
尖り気味である。器表外面、内面に高さ 0.5 ～ 1.0cm
の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は上位にあり、
口径とほぼ同じ大きさである。（深鉢４類）
・外面　二枚貝条痕のちナデ、 口唇部に「Ｖ」字形
　　　　刻目
　内面　ナデ
・外面　ケズリのち縦方向のナデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ
２
Ｌ
３
Ｓ
２
Ｓ
１
Ｍ
１
００・暗灰褐色

・濃灰褐色
・濃灰褐色

篠原式中－新
段階

92 － 21
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　39.8cm（口縁残存 1/3 からの回転復原）
残存高　15.5cm
　口頸部はやや外反して、膨らむ胴部に繋がる。頸部
と胴部の境界は不明瞭である。口唇部はやや外傾する
面をなす。器表外面、内面に高さ 2.0cm の粘土紐の接
合痕跡が残る。胴部最大径は中位にあり、口径よりも
大きい。（深鉢６類）
・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のナデ　
　　　  頸胴部の境界より下方から横方向のケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｌ
３

Ｍ
２
Ｓ
２
Ｓ-

Ｌ
３

０００・黄灰色
・黄灰褐色
・灰色

篠原式中－新
段階

92 － 22
深鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　44.9cm（残存 1/11 からの回転復原）
残存高　8.9cm
　口頸部は胴部から直線的に外上方にのびる。胴部は
上半のみ残存するが、下半では緩やかに屈曲するとみ
られる。口唇部の断面形は丸いが、やや尖り気味であ
る。口縁部から頸部にかけて、器表外面に高さ 2.0cm
の粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　口縁部横方向のナデ、以下巻貝条痕
　内面　ナデ
・外面　巻貝条痕
　内面　板ナデ
・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
２
Ｓ-

Ｍ
２

０００・暗褐色
・明黄褐色
・暗灰色

滋賀里Ⅱ式



－ 313 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

93 － 23
浅鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　33.4cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　3.0cm
　口縁部は外上方に長く直線的にのびる。口唇部の断
面形は丸く、口唇部の上側に粘土紐を付加して玉縁状
に肥厚させている。（浅鉢Ａ類）
・外面　横方向のナデ、肥厚している箇所はミガキ
　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
・－
・－

良好 Ｓ
２
Ｍ-

Ⓛ
２

Ｍ
２
Ｓ
２
０００・黄灰色

・黒色
・黒色

篠原式新段階

93 － 24
浅鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　22.0cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　7.3cm
　口頸部は短く外反する。口唇部の断面形は丸いが、
やや尖り気味である。胴部上半で肩部をなし、肩部は
張りをもつ。胴部から頸部にかけては段をなし、頸胴
部の境界は屈曲したところにある。肩部径は口径に比
べて大きくなる。（浅鉢Ｃ類）
・外面　横方向のミガキ（原体幅 3.0 ～ 7.0mm）
　内面　横方向のミガキ（原体幅 3.0 ～ 4.0mm）
・外面　横方向のミガキ（原体幅 1.0 ～ 3.0mm）、
　　　　胴部の張っている箇所以下横方向のケズリ
　　　　のちナデ
　内面　横方向のミガキ（原体幅 3.0 ～ 4.0mm）
・－

良好 Ｌ
２
Ｌ
２
Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
２
００・黄褐色

・黄褐色
・暗灰色

篠原式中段階

93 － 25
蓋
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

口径　11.1cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　1.8cm
　天井部と口縁部の境界は不明瞭で、外下方にのびて
繋がる。口縁部に紐孔と見られる穿孔がある。器表外
面に高さ１.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ナデ
　内面　ケズリのちナデ

良好 Ｍ
２
Ｍ
３
Ｓ
３
Ｓ
３
０００・黄灰色

・暗黄灰色
・暗灰色

天井部外面に
黒斑。
晩期前葉？

93 － 26
底部
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

底部径　3.4cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　3.0cm
　底部は下方に突出せず、底面は平らである。胴部と
底部は屈曲なく、緩やかに繋がっている。（底部Ｂ１類）
・－
・－
・外面　ケズリ
　内面　ケズリのちナデ

良好 Ｍ
２
Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２
Ｓ-

Ｌ
２

０００・暗橙褐色
・灰褐色
・暗灰色

篠原式中段階

93 － 27
底部
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

底部径　3.5cm（底部完存）
残存高　12.0cm
　底部は下方に突出しない小さな平底である。胴部と
底部は屈曲なく、緩やかに外上方に繋がる。（底部Ｂ
１類）
・－
・外面　縦方向のケズリのちナデ
　内面　ケズリのちナデ
・外面　指頭による押圧のちナデ、底面はナデ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
３
Ｍ
３
Ｓ
３
Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
２
００・暗黄橙色

・灰褐色
・灰褐色

篠原式中段階



－ 314 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

93 － 28
底部
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

底部径　4.7cm（底部完存）
残存高　6.9cm
　底部は下方に突出しない平底である。底面は比較的
大きく、丸底に粘土帯を貼り付けて平底にしている。
胴部と底部の境界は不明瞭で、屈曲なく外上方にのび
る。（底部Ｂ３類）
・－
・－
・外面　ケズリのちナデ、底面はナデ
　内面　ミガキのちナデ

良好 Ｍ
１
Ｓ
２
Ｓ
３
Ｓ
２
Ｍ
２
００・黄灰色

・暗灰褐色
・黄灰色

外面の側面一
部と底面に黒
斑。
篠原式中段階

93 － 29
底部
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

底部径　4.9cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　0.9cm
　底部は底面が比較的大きく、窪みがごく僅かな凹底
である。（底部Ａ１類）
・－
・－
・外面　ケズリのちナデ、
　　　　底面は指頭による押圧のちナデ
　内面　指頭による押圧のちナデ

良好 Ｍ
２
Ｓ
２
Ｓ
３
Ｓ
１
Ｌ
２
Ｓ
２
０・黄橙色

・灰褐色
・灰褐色

篠原式中段階

93 － 30
底部
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

底部径　2.3cm（底部完存）
残存高　1.5cm
　底部は底面がごく僅かに窪む凹底である。胴部と底
部の境界は屈曲なく、緩やかに外上方にのびて繋がる。

（底部Ａ１類）
・－
・－
・外面　ケズリ
　内面　粘土帯を貼り付けて盛り上げた痕跡がある。

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｌ
３
Ｓ
３
Ｓ
２
０００・灰黄色

・灰黄色
・灰黄色

底部内面に黒
斑。
篠原式中－新
段階

93 － 31
底部
２区
下層トレ
ンチ２－
１区

底部径　5.0cm（残存 1/2 より回転復原）
残存高　2.5cm
　底部は底面が比較的大きい平底である。底部と胴部
の境界は屈曲なく緩やかに繋がる。（底部Ｂ１類）
・－
・－　
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
３
Ｍ
２
Ｓ
３
Ⓢ
２
Ｓ
２
００・黄灰白色

・淡灰褐色
・濃褐色

篠原式新段
階？

94 －１
浅鉢
２区
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　31.4cm（口縁部完存）
器高　19.5m
　口頸部は長く、緩やかに外反してのびている。胴部
中位では段を形成し、頸部との境界をなす。胴部中位
から底部までは屈曲なく緩やかに繋がる。口唇部は外
傾する面をなし、内面が玉縁状に肥厚する。口縁部に
は突起が１ヶ所に付いている。この突起は二つの単位
が折り重なって形成されるリボン状のもので、この突
起の周りにさらに異なる単位の突起が折り重なるよう
に配される。（浅鉢Ａ類）（突起⑭類）
・外面　ナデ
　内面　横方向のミガキ（原体幅 3.0 ～ 4.0mm）
・外面　ナデ、段よりやや上位では二枚貝条痕のち
　　　　ナデ、段よりやや下位から横方向のミガキ
　　　　（原体幅 2.5 ～ 3.0mm）　
　内面　中位までは横方向のミガキ（原体幅 3.0 ～
　　　　4.0mm）、段の部分で細いヘラ状工具による
　　　　ナデ、以下ナデ
・外面　板状工具によるケズリ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
２
Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
３
００・上半は暗

褐色、下半
は淡黄灰色
・暗褐色
・暗褐色

外面胴部上半
の一部に黒
斑。
篠原式新段階
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図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

94 －４
注口土器
２区
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　12.8cm（残存 1/3 強からの回転復原）
残存高　13.0cm
　口縁部は胴部下方に向かって「ハ」字状に広がり、
その下端で内側に屈曲して底部に繋がる。底部は欠損
してるが、やや扁平な丸底になるとみられる。口縁端
部は内傾する幅の広い端面をなしている。この端面上
端と下端は不整形ながらも、間隔の狭い波状に仕上げ
られている。胴部中位に注口部を持つが、欠損してい
るためその形状は不明瞭である。注口部の基部の左右
には貼瘤が１つずつ配される。また注口部と貼瘤の位
置に隆帯を完周させる。胴部の下端にも貼瘤があり、
現状では２ヶ所に確認できる。このほか９ヶ所に剥離
痕が残っている。貼瘤は以上のような痕跡から、本来
は 1.5 ～ 2.5cm の間隔で 18 ヶ所に付けられていたと
みられる。器表内面は高さ 1.0 ～ 1.3cm の粘土紐の接
合痕跡がある。胴部最大径はその下半にあり、口径よ
りも大きくなる。
・外面　ナデ。巻貝の殻頂部による径 3.0mm ほどの
　　　　円形の刺突文が列をなして施される。横位の
　　　　列が、口縁部端面と口縁部にそれぞれ２列見
　　　　られる。
　内面　ナデ
・外面　ナデ。巻貝の殻頂部による同様の文様が施さ
　　　　れる。横位の列は隆帯の上端に１列、その頂
　　　　部に１列、その下端に１列、胴部下半に３列
　　　　見られる。縦位の列は胴部全体に見られる。
　　　　現状では、隆帯より上に８条、下に５条確認
　　　　できる。　
　内面　指頭による押圧のちナデ、および二枚貝条痕
　　　　のちナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
３
Ｍ
３
Ｓ
２
Ⓢ
３
Ｓ
２
００・淡明褐色

・淡橙褐色
・灰褐色

外面の一部に
黒斑。

95 －６
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　37.0cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　4.2cm
　口縁部は外上方にのびている。口唇部は水平な面を
なす。
・外面　二枚貝条痕のちナデ、口唇部に「Ｖ」字形の
　　　　刻目
　内面　ナデ
・－
・－

良好 Ｓ
２
Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
３

Ⓢ
２
Ｍ
３
００・淡黄灰色

・淡橙褐色
・灰色

内面に黒斑。
篠原式中－新
段階

95 －７
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

残存高　5.0cm
　口縁部は外上方にのびている。口唇部は丸いがやや
尖りぎみである。
・外面　二枚貝条痕、 口唇部に「Ｖ」字形の刻目
　内面　ナデ
・－
・－

良好 Ｍ
３
Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｍ
１
００・灰褐色

・黒褐色
・灰褐色

篠原式中－新
段階



－ 316 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

95 －８
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　23.7cm（胴部残存 1/3 からの回転復原）
残存高　16.9cm
　口頸部はごく僅かに外反して胴部に繋がる。頸部と
胴部の境界は不明瞭である。胴部はあまり膨らまない。
口唇部の断面形は丸いがやや尖り気味である。器表内
面に高さ 1.5cm ～ 2.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。
胴部最大径は中位よりやや上方にあり、口径とほぼ同
じ大きさである。（深鉢４類または６類）
・外面　二枚貝条痕のちナデ、
　　　　口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　二枚貝条痕のちデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

０Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ-

Ⓛ
２

Ｍ
２
００・黄灰褐色

・暗黄灰色
胴部以下暗
灰褐色
・暗灰色

外面・内面の
胴部の最も張
る箇所以下に
黒斑。
篠原式中－新
段階

95 －９
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　39.0cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　10.7cm
　頸部と胴部の境界は不明瞭で、ほぼ直線的に繋がる。
胴部の膨らみはほとんど認められない。口唇部はやや
外傾する面をなす。胴部最大径は中位にあるとみられ、
口径ほぼ同じ大きさになるとみられる。（深鉢４類）　
・外面　二枚貝条痕のちナデ、 
　　　　口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　横方向のケズリのちナデ
　内面　ナデ
・－

良好 ０Ｌ
２
Ｓ
１
Ⓢ
１
Ｓ
１
００・暗黄灰色

・黒色
・暗灰色

口縁部外面か
ら頸部外面に
かけてと胴部
の一部黒斑。
篠原式中－新
段階

96 － 10
　
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　35.4cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　28.4cm
　頸部と胴部の境界は不明瞭で、ほぼ直線的に繋がる。 
口縁部の上端付近がごく僅かに外反する。胴部はあま
り膨らまない。口唇部はやや外傾する面をなす。胴部
最大径は中位にあり、口径とほぼ同じ大きさになる。

（深鉢４類）
・外面　二枚貝条痕、 口唇部に刻目
　内面　板ナデ、一部二枚貝条痕
・外面　ケズリのちナデ　
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ
２
Ｌ
２
Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
１
００・淡黄灰色

・黒色
・淡灰褐色

篠原式中－新
段階

96 － 11
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　29.0cm（残存 1/7 からの回転復原）
残存高　18.1cm
　口頸部はやや外反して、あまり膨らまない胴部に屈
曲して繋がる。頸部と胴部の境界は窄まったところに
ある。口唇部の断面形は丸い。器表外面、内面に高さ 1.3
～ 2.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は中
位にあり、口径とほぼ同じ大きさになる。（深鉢３類）
・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｏ」字形の刻目
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のケズリ　
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ-

Ⓛ
２

Ｍ
１
Ｓ
３
Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ
１
０・淡橙灰褐

色
・淡灰褐色
・淡灰色

 口縁端部外面
一部と胴部の
屈曲部以下及
び胴部内面一
部に黒斑。
篠原式中段階
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図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

97 － 12
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　24.5cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　20.3cm
　口頸部は長く緩やかに外反する。胴部はやや膨ら
み、口頸部から屈曲して繋がる。頸部と胴部の境界は
窄まったところにある。口唇部はやや内傾する面をな
す箇所と、尖りぎみな箇所がある。器表内面に高さ 1.5
～ 2.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は中
位にあり、口径よりも僅かに小さい。（深鉢３類）
・外面　口縁部は縦方向の二枚貝条痕、
　　　  頸部は強い横方向のナデ
　内面　ナデ
・外面　ケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ-

Ⓛ
２

Ｍ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ
１
Ⓛ
１
Ｍ
１
０・淡橙褐色

・暗橙褐色
・灰色

 口縁端部外面
一部と胴部全
面に黒斑。
篠原式中段階

97 － 13
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　29.5cm（残存 1/15 からの回転復原）
残存高　5.3cm
　口頸部は外上方にのびる。 口唇部はやや外傾する面
をなす。器表外面に粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　ナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　ナデ　
・－　
・－

良好 Ｓ
１
Ⓛ
２
Ｓ
２
Ⓢ
１
Ｌ
２
００・淡橙褐色

 口唇部は黒
色
・黒褐色
・黒褐色

篠原式

97 － 14
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径  28.6cm（残存 1/10 からの回転復原）
残存高  7.0cm
　口頸部は外上方にのびる。口唇部は水平な面をなす。 
・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｏ」字形の刻目
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｓ
１
Ｍ
１
Ｓ
３
Ⓢ
１
Ｍ
２
００・淡褐色

・黒褐色
・淡灰色

口縁部外面の
一部に黒斑。
篠原式新段階

97 － 15
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　32.4cm（残存 1/17 からの回転復原）
残存　6.5cm
　口頸部は胴部から緩やかに外反し、その境界は不明
瞭である。口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみで
あり、少し外傾する。（深鉢６類）　 
・外面　ナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　横方向のナデ（口縁部よりも強い）
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ
１
Ｍ-

Ⓛ
２

Ｓ
３
Ｓ
１
Ｍ
１
００・明黄灰色

・明黄灰色
・明黄灰色

口縁部外面に
黒斑。
篠原式新段階

98 － 16
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　33.8cm（口頸部残存 1/15 からの回転復原）
残存高　10.9cm
　口頸部は長く、ごく緩やかに外反する。頸部と胴部
の境界は不明瞭である。口唇部の断面形は丸い。胴部
最大径は中位にあるとみられ、口径よりも僅かに大き
くなると思われる。（深鉢６類）
・外面　横方向のケズリおよびナデ、
　　　   口唇部に「Ｄ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　横方向のケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

０００・暗灰褐色
・暗灰褐色
・暗灰褐色

篠原式中－新
段階



－ 318 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

98 － 17
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　26.3cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　10.6cm
　口頸部はごく僅かに外反する。頸部と胴部の境界は
外面では不明瞭であるが、内面では窄まったところに
鈍い稜を持つ。胴部はあまり膨らまない。口唇部の断
面形は丸いがやや尖りぎみである。胴部最大径は中位
にあり、口径よりも僅かに小さい。（深鉢６類（３類
範疇））
・外面　ケズリ、 口唇部に「Ｏ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　ケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ
２
Ｌ-

Ⓛ
３

Ｓ
２
Ⓛ
２
Ｍ
２
００・淡灰褐色

胴部、暗赤
褐色
・暗黄褐色
・灰色

篠原式中－新
段階

98 － 18
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　39.4cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　20.3cm
　口頸部は「Ｓ」字状に緩やかに胴部へ繋がる。頸部
と胴部の境界は明瞭ではない。口唇部は水平な面をな
す。器表内面に高さ 1.7cm に粘土紐の接合痕跡が残る。
胴部最大径は中位にあり、口径とほぼ同じ大きさにな
る。（深鉢６類）
・外面　ナデ、 口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目
   内面　横方向のナデ
・外面　ケズリ　
  内面　ミガキのような丁寧なナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｍ
１

Ｍ
１
Ｓ
２
Ｓ
１
Ｍ
２
００・黄褐色

胴部以下暗
褐色
・黒色
・淡灰褐色

口縁部外面一
部に黒斑。
篠原式中－新
段階

99 － 19
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径 　35.2cm（残存 1/10 からの回転復原）
残存高　14.0cm
　口頸部はごく僅かに外反する。胴部の膨らみはほと
んど認められず、口頸部から連続的に繋がる。頸部と
胴部の境界は不明瞭である。口唇部は水平な面をなす。
胴部最大径は上位にあり、口径よりも小さくなる。（深
鉢５類）
・外面　ケズリのちナデ、 口唇部に「Ｏ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　ケズリのちナデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ
１
Ｍ
２
Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・淡橙褐色
・淡灰褐色
・灰褐色

篠原式中－新
段階

99 － 20
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　24.0cm（胴部残存 1/6 からの回転復原）
残存高　14.0cm
　口頸部は弱く膨らむ胴部から、直線的にやや外に開
いている。頸部と胴部の境界は不明瞭である。口唇部
の断面形は丸いが、尖りぎみである。器表外面に高さ
1.0 ～ 2.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径
は中位にあり、口径よりもはるかに大きい。（深鉢２類）
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

やや
軟

Ⓛ
３
Ｍ
２
Ｍ
２
Ｓ
２
Ⓛ
３
００・淡黄褐色

・灰褐色
・暗灰色

 口縁端部外面
の一部に煤付
着。
篠原式中段階



－ 319 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

99 － 21
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　25.6cm（残存 1/10 からの回転復原）　
残存高　6.8cm
　口頸部は胴部からほぼ直立して繋がる。胴部は膨ら
み、胴部と頸部の境界は屈曲したところにある。口唇
部の断面形は丸いがやや尖りぎみである。器表内面に
粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は中位にあると
みられ、口径よりも大きなものになる。（深鉢２類）
・外面   ナデ
　内面   ナデ、口縁部上端は指頭による押圧のち
　　　　 ナデ
・外面　縦方向のケズリ
　内面　横方向のナデ
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ-

Ⓛ
２

Ｍ
２
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｍ
１
００・暗黄褐色

・黒色
・濃灰褐色

口縁部外面
黒斑。
篠原式中段階

99 － 22
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口縁　33.8cm（胴部残存 1/8 からの回転復原）
残存高　6.3cm
　口頸部はごく短く外反し、屈曲して膨らむ胴部に繋
がる。頸部と胴部の境界は窄まったところにあり、頸
部内面は明確な稜をなす。口唇部は面をなす。器表外
面、内面に粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は中
位にあるとみられ、口径よりも大きくなると思われる。

（深鉢１類）
・外面　ケズリ
　内面　指頭による押圧のち横方向のナデ
・外面　ケズリ
　内面　ナデ
・－　

良好 Ｓ
３
Ｌ-

Ⓛ
３

Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
２

０００・黄褐色
・淡黄灰色
・淡灰色

胴部外面に黒
斑。
滋賀里Ⅲａ式

100 － 23
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　24.0cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　18.0cm　
　口頸部は外上方にのび、弱く屈曲して胴部に繋がる。
頸部と胴部の境界は不明瞭である。胴部は膨らむ。口
唇部は水平な面をなし、低い山形の突起が付く。器表
内面に粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は中位に
あり、口径とほぼ同じ大きさである。（深鉢６類？）（突
起②類）
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　縦方向のケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ
１
Ｍ
３
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
１
００・暗褐色

・淡褐色
・明灰褐色

口縁部外面一
部と胴部内面
全体に黒斑。
篠原式中－新
段階

100 － 24
深鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　29.0cm　（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　10.7cm
　口頸部は外反して開き、屈曲して胴部に繋がる。頸
部と胴部の境界は窄まったところにある。口唇部はや
や外傾する面をなす。胴部最大径は中位にあり、口径
より僅かに小さい。（深鉢６類（３類範疇））
・外面　横方向のナデ　
　内面　横方向のナデ
・外面　ケズリのちナデ
　内面　ナデ
・－

良好 ０Ｌ
２
Ｓ
１
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｍ-

Ⓛ
２

００・暗黄灰褐
色
・暗灰色
・暗灰色

篠原式中－新
段階



－ 320 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

100 － 25
鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　24.3cm（残存 1/7 からの回転復原）
残存高　16.1cm
　口頸部は胴部まで屈曲がなく緩やかに繋がり、砲弾
形を呈する。口唇部はの断面形丸いが、やや尖りぎみ
である。器表外面には高さ 1.7 ～ 2..0cm の粘土紐の
接合痕跡がある。胴部最大径は中位にあり、口径より
も小さい。（深鉢８類）
・外面　横方向のケズリ
　内面　ナデ
・外面　縦方向のケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 ００Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

００・橙灰褐色
・淡灰褐色
・暗灰色

胴部外面一部
と内面全体に
黒斑。
篠原式中段階

101 － 26
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　32.2cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　3.5cm
　短い口頸部は外反する。口唇部はやや外傾する面を
なす。（浅鉢Ｃ類）
・外面　ナデ（ミガキのような丁寧なナデ）
　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
・－　
・－

良好 Ｓ
１
Ｍ
３
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
１

０００・黄褐色
・暗褐色
・灰黄褐色

篠原式中段階

101 － 27
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　29.0cm（口縁残存 1/3 からの回転復原）
残存高　8.7cm
　短い口頸部は肩部から直線的に外上方に繋がる。口
唇部の断面形は丸い。また口唇部には器壁より太く、
内側に肥厚する突起を持つ。内面の頸部と胴部の境界
は明確な稜を成している。胴部は上半で屈曲し、肩部
を形成する。口径より肩部径の方が大きくなる。（家
根分類浅鉢Ｄ類）（突起③ a 類）
・外面　ナデ　
　内面　ミガキ（原体幅 4.0mm）
・外面　二枚貝条痕のちナデ
　内面　ミガキ（原体幅 5.0mm）
・－

良好 ０Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
１

０００・黄灰褐色
・黄灰褐色
・黄灰褐色

篠原式古－中
段階

101 － 28
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　37.6cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　8.5cm
　口頸部は肩部から屈曲して繋がり、短く緩やかに外
反する。口唇部の断面形は丸い。口縁部には緩やかな
山形状で、幅の広い突起が二つ連続して付いている。
この突起は内側に肥厚している。胴部は上半で屈曲し、
稜の明確な肩部を形成する。口径と肩部径はほぼ同じ
大きさになる。器表外面には高さ 0.7cm の粘土紐の接
合痕跡がある。（浅鉢Ｃ類）（突起⑨ b 類） 
・外面　ミガキ（原体幅 4.0mm）、突起部はナデ
　内面　ミガキ（原体幅 4.0mm）
・外面　ナデ
　内面　ミガキ（原体幅 4.0mm）、頸部と胴部の境界
　　　　付近は痕跡が明確に残る強いミガキ、
　　　　以下ミガキ（原体幅 4.0mm）
・－

良好 Ｓ
１
Ｌ-

Ⓛ
３

Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
２

０００・暗褐色
・暗黄灰褐
色
・暗褐色

篠原式中段階



－ 321 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

101 － 29
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　39.0cm（残存 1/14 からの回転復原）
残存高　4.7cm
　短い口頸部は外反する。口唇部の断面形は丸い。胴
部は上半で肩部を形成し、肩部の張り出しが強い。頸
部と胴部の境界は明確な稜をなしている。また肩部に
おいても明確な稜が見られる。短い口頸部は外反する。
口唇部の断面形は丸い。肩部径と口径はほぼ同じ大き
さになる。（浅鉢Ｂ類）
・外面　ミガキ（原体幅 2.0mm）
　内面　ミガキのちナデ（原体幅 3.0mm）　
・外面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
　内面　ミガキのちナデ
・－

良好 Ｓ
２
Ｌ-

Ⓛ
２

Ｓ
２
Ⓢ
１
０００・暗黄灰褐

色
・黒褐色
・暗灰黄色

肩部に黒斑。
篠原式中段階
101 － 29・
30 は同一個体
か？

101 － 30
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　37.6cm（残存 1/20 からの回転復原）
残存高　3.5cm
　短い口頸部は外反して開く。口唇部の断面形は丸い。 
欠損部分より、胴部は中位で屈曲し張り出す肩部をな
すとみられる。内面の頸部と胴部の境界は明確に稜を
なしている。肩部径と口径はほぼ同じ大きさになる（浅
鉢Ｃ類）
・外面　口縁部から頸部にかけてミガキ
　内面　ミガキ（原体幅 4.0mm）
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ
２
Ⓛ
２
Ｓ
２
Ⓢ
１
０００・黄灰褐色

・黒褐色
・暗灰黄色

篠原式中段階
101 － 29・
30 は同一個体
か？

101 － 31
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　31.1cm（胴部残存 1/14 からの回転復原）
残存高　5.6cm
　短い口頸部は僅かに外反して開く。口頸部は肩部か
ら緩やかに「Ｓ」字状に繋がっている。口唇部の断面
形は丸い。胴部は中位で緩やかに内上方に屈曲し、肩
部となる。肩部径と口径はほぼ同じ大きさになる。（浅
鉢Ｃ類）
・外面　丁寧なナデ
　内面　ミガキのちナデ
・外面　丁寧なナデ
　内面　ミガキのちナデ
・－

良好 Ｓ-

Ｌ
３

Ｓ-

Ⓛ
３

Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｍ
１
００・暗黄褐色

・褐灰色
・黒色

篠原式中段階

102 － 32
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

胴部径　25.9cm（残存 1/8 からの回転復原）
残存高　7.7cm
　頸部は長く外反する。頸胴部の境界が明瞭で、胴部
中位で段を形成する。内面では段の位置より下方で沈
線が１条引かれる。（浅鉢Ａ類）
・－
・外面　ミガキ（原体幅 2.5mm）、中位の段以下ナデ
　内面　丁寧なナデ、段より下方に平行な沈線１条
・－

良好 Ｍ
１
Ｓ-

Ⓛ
３

Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
１
００・黄灰褐色

・黒色
・黒色

篠原式古段階

102 － 33
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　35.4cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　7.4cm
　口縁部は胴部から屈曲なく繋がり、外上方に開いて
いる。口唇部の断面形は丸い。器表内外面に高さ 0.7cm
～ 1.0cm の粘土紐の接合痕跡がある。（浅鉢Ａ類）
・外面　ミガキ（原体幅 5.0mm、二枚貝の裏側か？）
　内面　横方向のナデ
・外面　ミガキ（原体幅 3.0mm、二枚貝の裏側か？）
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ
２
Ｓ
１
Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
３

０００・黄褐色
・黄褐色
・淡灰色

篠原式中段階



－ 322 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

102 － 34
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　30.9cm（残存 1/24 からの回転復原）
残存高　2.5cm
　口縁部は外反して開く。口唇部の断面形は丸いがや
や尖り気味で、内側に肥厚している。器表外面には高
さ 0.5cm ほどの粘土紐の接合痕跡が残る。（浅鉢Ａ類）
・外面　ナデ
　内面　肥厚部はナデ、以下ミガキ
・－
・－

良好 Ｓ
２
Ｍ
２
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
２

０００・暗黄灰色
・暗黄灰色
・淡灰色

篠原式新段階

102 － 35
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　36.4cm（残存 1/25 からの回転復原）
残存高　3.7cm
　口縁部は外上方にのび、外面は直線的であるが、内
面ではごく僅かに膨らんでいる。口唇部は外傾する面
をなし、 口縁端部に粘土紐を付加して玉縁状にし、内
側を肥厚させている。（浅鉢Ａ類）
・外面　ナデ
　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
・－
・－

良好 Ｓ
２
Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
２
Ｓ
２
Ｍ
２
００・黄灰褐色

・灰褐色
・灰色

篠原式新段階

102 － 36
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　35.0cm（残存 1/16 からの回転復原）
残存高　3.3cm
　口縁部は外上方にのびていて、半円形の突起が付い
ている。内面ではその接合痕跡が残り、沈線状の凹み
がある。口唇部は面をなし、内側に玉縁状に肥厚して
いる。肥厚している箇所は原体幅 0.1cm ほどの細い工
具にナデ付けられて、区画をなしている。（浅鉢Ａ類）

（突起①類）
・外面　ケズリのちナデ
　内面　ナデ
・－　
・－

良好 ０Ｍ
３
Ｓ
２
Ｓ
１
０００・黄灰色

・黄灰色
・灰褐色

篠原式新段階

102 － 37
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　24.0cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　2.7cm
　口頸部は外上方に直線的にのびる。口唇部は丸みの
ある面をなし、内側に肥厚させている。口縁部には四
角状の突起があり、突起部分は器壁よりもやや厚い。
この突起はやや内傾している。器表外面には高さ約
1.2cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（浅鉢Ａ類）（突起
③ｂ類）
・外面　ナデ
　内面　丁寧なナデ
・－　
・－

良好 ０Ｓ
２
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

０００・暗黄灰色
・暗黄灰色
・灰色

篠原式新段階

102 － 38
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
２区

口径　23.0cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　2.8cm
　口縁部は屈曲なく外上方にのびている。口唇部の断
面形は丸く、内側に肥厚する。器表外面には粘土紐の
接合痕跡が残る。（浅鉢Ａ類）
・外面　ナデ
　内面　ミガキ（原体幅 3.0 ～ 4.0mm）
・－
・－

良好 Ｍ
１
Ｓ-

Ｍ
３

Ⓢ
３
Ⓢ
３
０００・黄灰褐色

・灰褐色
・灰色

篠原式新段階



－ 323 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

102 － 39
底部
下層トレ
ンチ２－
２区

底部径　3.0cm（底部完存）
残存高　1.7cm
　底部は下方に突出せず、屈曲なく緩やかに繋がる。
底面は僅かに凹む。（底部Ａ１類）
・－
・－
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 Ｓ
１
Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２
Ⓢ
２
Ｓ-

Ｍ
２

００・暗橙褐色
・暗褐灰色
・灰褐色

底面内部に炭
化物付着。
篠原式中段階

102 － 40
底部
下層トレ
ンチ２－
２区

底部径　3.0cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　2.9cm
　底面は丸底を指で押した凹底になり、凹みが顕著で
ある。（底部Ａ２類）
・－
・－
・外面　側面は縦方向の二枚貝条痕、底面は横方向の
　　　　ケズリ
　内面　ナデ

良好 Ｍ-
Ｌ
３

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２
Ⓢ
２
Ｍ-

Ｌ
２

００・淡橙褐色
・暗褐色
・黒色

篠原式古段階

102 － 41
底部
下層トレ
ンチ２－
２区

底部径　9.2cm（残存 1/5 からの回転復原）
残存高　2.6cm
　底部は下方に突出し、底面が比較的大きい平底であ
る。底面は丸底に粘土帯を貼り付けて平底にしている。

（底部Ｂ３類）
・－
・－
・外面　側面は縦方向のケズリ、底面はケズリ
　内面　ナデ

やや
軟

Ｌ
２
Ｌ
３
Ｓ
２
Ⓢ
３
Ｌ
２
００・淡黄灰色

または橙褐
色
・灰黄色
・灰色

底部側面外面
に黒斑。
篠原式古－中
段階

102 － 42
底部
下層トレ
ンチ２－
２区

底部径　10.9cm（底面完存）
残存高　2.8cm
　底部と胴部は緩やかに内彎して繋がる。底面の幅が
大きく、丸底に近い尖底である。（底部Ｃ１類）　
・－
・－
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 ０Ｍ-

Ⓛ
３

Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ
２
Ｌ
２
００・赤褐色

・褐灰色、
一部赤褐色
・暗灰褐色

篠原式新段階
外面は被熱を
受けて変色し
ている。

109 －１
深鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　24.7cm（胴部残存 1/6 からの回転復原）
残存高　16.5cm
　口頸部は僅かに外上方へ開き、胴部に直線的に繋が
る。胴部の膨らみは認められない。口唇部はやや外傾
する面をなす。胴部最大径は中位にあり、口径とほ
ぼ同じ大きさである。器表内面には高さ約 1.5cm ～
3.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢４類）
・外面　二枚貝条痕のちナデ、口唇部に「Ｄ」字形の
　　　　刻目
　内面　丁寧なナデ
・外面　 頸胴部の境界付近は二枚貝条痕のちナデ、
　　　　胴部の最も張る部分から以下縦方向のケズリ
　内面　ナデ
・－

良好 ０Ｍ-

Ⓛ
２

Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｍ
１
００・明黄褐色

・白灰褐色
・濃灰褐色

口縁部外面に
炭化物付着。
外面全体に黒
斑。
篠原式中－新
段階



－ 324 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

109 －２
深鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　27.0cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　16.8cm
　口縁部は胴部へ直線的に繋がり、緩やかな波状口縁
になっている。胴部の膨らみはほとんど認められない。
口唇部は水平な面をなす。胴部最大径は中位にあり、
口径とほぼ同じ大きさである。器表内外面には、高さ
2.0cm ～ 3.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢４類）
・外面　二枚貝条痕のちナデ、口唇部に「Ｄ」字形の
　　　　刻目
　内面　指頭による押圧のちナデ
・外面　縦方向のケズリ
　内面　ナデまたはヘラ状工具による粗いミガキ、 　
　　　頸胴部は指頭による押圧のちナデ
・－

良好 ０Ｌ
２
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｌ
１
００・黄灰色

・黄灰色
・黒色

篠原式中－新
段階

109 －３
深鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　37.6cm（胴部残存 1/10 からの回転復原）
残存高　8.0cm
　口頸部と胴部は直線的に繋がっているので、その境
界は不明瞭である。口唇部は丸いが、やや尖りぎみで
ある。器表外面に高さ 0.8 ～ 1.7cm の粘土紐の接合痕
跡がはっきりと残る。（深鉢４類または８類）
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｓ
２
Ｍ
１
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・明黄灰褐
色、一部鉄
分が沈着し
て赤褐色
・淡灰褐色
・暗褐色

篠原式新段階

110 －４
深鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　36.4cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　11.6cm
　口頸部は外上方へ開き、胴部へ緩やかに屈曲して繋
がる。頸部と胴部の境界は外面では不明瞭である。一
方内面では稜とはならないまでも、強いナデ調整によ
りその境界を区画している。胴部はやや膨らむ。口唇
部はやや外傾する面をなす。器表内面に指押さえの痕
跡が見られる。（深鉢６類）　
・外面　横方向のケズリ、 
　　　　口唇部に「Ｖ」字形の刻目
　内面　ナデ
・外面　ケズリ
　内面　 頸胴部の境界付近は強いナデ、以下ナデ 
・－　

良好 Ｍ-

Ⓛ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｍ
２
００・黄灰褐色

・暗橙褐色
・暗褐色

篠原式新段階

110 －５
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　22.0cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　6.8cm
　口頸部は肩部から「く」の字に屈曲し、短く外反する。
口唇部は外傾する面をなしている。口縁部は内側に肥
厚する四角状の突起が１ヶ所付いている。胴部は上半
で屈曲し、稜の明瞭な肩部をなす。肩部径と口径はほ
ぼ同じ大きさになる。（浅鉢Ｃ類）（突起③ｂ類）
・外面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
・外面　ミガキ（原体幅 3.0 ～ 4.0mm）のち横方向の
　　　　ナデ　
　内面　頸部から肩部にかけてミガキのち横方向の
　　　　ナデ、以下ミガキ（原体幅 4.0mm）
・－

良好 Ｍ
３
Ｓ
１
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
１

０００・暗黄灰色
・暗黄灰褐
色
・灰褐色

外面の突起部
と肩部以下に
黒斑。
篠原式中段階



－ 325 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

110 －６
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　22.2cm（胴部残存 1/16 からの回転復原）
残存高　2.5cm
　口頸部は非常に短く、外上方に開く。口唇部は丸み
のある面をなしてやや外傾ている。胴部は上半で屈曲
し、明瞭な肩部を形成する。肩部と頸部の境界は屈曲
したところにある。肩部径と口径はほぼ同じ大きさに
なる。（浅鉢Ｃ３類）
・外面　ナデ、 口唇部に「Ｖ」字形の刻目
　内面　ミガキ（原体幅 4.0mm）
・外面　ミガキ（原体幅 4.0mm）
　内面　ミガキ（原体幅 40mm）
・－

良好 ０Ｍ
１
Ⓢ-

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
１

Ｓ-

Ｍ
２

００・淡黄灰色
・暗褐色
・暗灰色

篠原式新段階

110 －７
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　24.0cm（残存 1/14 からの回転復原）
残存高　3.5cm
　口頸部は比較的長い。この部分には接合痕が残り、
細く沈線を引いているように見える。口唇部は丸みを
帯びている。口縁部内面は粘土帯を張り付け、薄く板
状に肥厚している。胴部と頸部の境界は明瞭に屈曲し
たところにある。
・外面　ナデ
　内面　ナデ、頸部以下ミガキ（原体幅 3.0mm）
・－
・－

良好 Ｓ
２
Ｓ-

Ｌ
１

Ｓ
１
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｍ
２
００・淡灰褐色

・淡灰褐色
・灰色

口縁部外面一
部に黒斑あ
り。
篠原式

110 －８
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　23.3cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　5.3cm
　口縁部は胴部から緩やかに外上方にのびて、外面の
沈線付近で直上方に立ち上がる。口唇部は丁寧なナデ
によって水平な面をなす。（浅鉢Ｈ類）
・外面　ナデおよび口縁部下端に沈線１条を巡らす。
　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
・外面　ナデ
　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
・－

良好 ０Ⓛ
１
Ｓ
１
Ｓ
１
Ⓛ
２
００・淡灰褐色

・黒褐色
・黒褐色

篠原式古段階

110 －９
浅鉢
下層トレ
ンチ２－
３区

口径　33.4cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　5.0cm
　口縁部は緩やかに彎曲している。口唇部は外傾する
面をなし、また内側で肥厚する。口縁部には器壁と同
じ厚さで、内側に肥厚する四角形状の突起が付く。（浅
鉢Ｈ２類）（突起③ｂ類）
・外面　ナデ（原体幅 2.0mm）
　内面　ナデ
・外面　ナデ（原体幅 2.0mm）
・内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）
・－

良好 Ⓢ
１
０Ⓢ
１
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
２
００・暗灰黄色

・暗黄褐色
・暗灰色

篠原式新段階

110 － 10
底部
下層トレ
ンチ２－
３区

底部径　3.6cm（底部残存 1/2 からの回転復原）
残存高　1.9cm
　底部は底面がごく僅かに窪む凹底である。（底部Ａ
１類）
・－
・－　
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 Ｓ
２
０Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ
１
Ｍ-

Ｌ
３

００・淡黄褐色
・暗灰褐色
・明橙色

篠原式中段階



－ 326 －

図－遺物
　　番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

110 － 11
底部
下層トレ
ンチ２－
３区

底部径　5.7cm（底部残存 1/5 からの回転復原）
残存高　3.7cm
　底部は僅かに下方に突出している。底面は平底ない
し凹底になるようである。胴部と底部の境界は不明瞭
で、緩やかに繋がっている。
・－
・－
・外面　側面はケズリ、底面はナデ
　内面　ミガキのちナデ（原体幅 3.0mm）

良好 Ｓ
２
０Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ
１
Ｍ-

Ｌ
３

００・淡黄灰色
・暗灰褐色
・灰色

篠原式中－新
段階

110 － 12
底部
下層トレ
ンチ２－
３区

底部径　4.3cm（底部完存）
残存高　1.9cm
　底部は底面が比較的大きい平底である。胴部と底部
は緩やかに繋がっている。（底部Ｂ２類）
・－
・－
・外面　調整不明
　内面　調整不明

良好 ００Ⓢ
１
Ｓ
１
Ｍ-

Ｌ
４

００・赤灰色
・白灰褐色
・淡灰色

篠原式中－新
段階

110 － 13
底部
下層トレ
ンチ２－
３区

底部径　2.9cm（底部完存）
残存高　1.4cm
　底面は丸底を押して、僅かにませている。（底部Ａ
２類）
・－
・－
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 Ｓ
１
０Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

００・明黄褐色
・黄灰褐色
・暗灰色

外面の一部に
炭化物付着。
篠原式中段階

110 － 14
底部
下層トレ
ンチ２－
３区

底部径　6.5cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　3.6cm
　底部は下方に突出している。底面は比較的大きく、
丸底に粘土帯を貼り付けて凹底にしている。胴部と底
部は緩やかに繋がっている。（底部Ａ４類）
・－
・－
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 ０Ｌ
１
Ⓢ-

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｌ
２
００・明黄褐色

・暗褐色
・暗灰色

篠原式中－新
段階



－ 327 －

図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部、体部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

122 －１
土師器
土釜
Ａ東２区
井戸１

口径　25.4cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　3.4cm
　口縁部は外上方にのびた後、端部付近で上方に屈曲
している。 口縁端部は丸く収められている。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・－
・－　

良好 Ｍ-

Ⓛ
３

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２
Ｓ
２
Ｍ
３
０ ・淡黄灰色

・淡黄灰色
・淡灰色　

口縁部外面に
煤付着。

122 －２
土師器
土釜
Ａ東２区
井戸１

最大径　30.0cm（残存 1/6 からの回転復原）　
残存高　3.9cm
　胴部上端に付く鍔は水平方向にのびている。鍔端部
はきわめて鈍い稜によって面をなしている。口縁部は
内傾して立ち上がる。
・－　
・外面　横方向のナデ　
　内面　指頭押圧およびナデ
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
３
Ｓ
３
Ｍ
２
Ｍ
３
０ ・淡橙褐色

・淡黄灰色
・灰褐色

鍔部以下外面
に煤付着。

122 －３
瓦器椀
Ａ東２区
井戸１

高台部径　4.0cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　1.0cm
　高台は低く粗雑であるが、下端は面をなす。
・－　
・－
・外面　指頭押圧
　内面　渦巻き状暗文か

やや
軟

Ⓢ
１
００Ⓢ

１
Ⓢ
１
０ ・淡黒灰色

・黒灰色
・灰白色

122 －４
小形瓦器
椀
Ａ東２区
井戸１

口径　14.4cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　4.0cm
　口縁部は外上方に開く。口縁端部には浅い沈線が施
され、外反状に仕上げられている。
・外面　指頭押圧のちヨコナデのち粗いヘラミガキ
　内面　ヨコナデのち粗いヘラミガキ
・外面　指頭押圧のち粗いヘラミガキ
　内面　横方向の粗いヘラミガキ
・－　

軟 Ⓢ
１
Ｓ
１
Ⓢ-

Ｓ
１

Ⓢ
２
００ ・淡黄灰色

・黄灰褐色
・淡灰白色

122 －５
小形瓦器
椀
Ａ東２区
井戸 1

口径　14.4cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　4.0cm
　口縁部は外上方に開く。口縁端部にはごく浅い沈線
が施され、外反状に仕上げられている。
・外面　ヨコナデのち粗いヘラミガキ
　内面　ヨコナデのち粗いヘラミガキ
・外面　指頭押圧のちヨコナデのち粗いヘラミガキ
　内面　ヨコナデのち粗いヘラミガキ
・－

良好 Ⓢ
１
Ⓢ-

Ｓ
１

０Ⓢ
１
Ⓢ-

Ｓ
２

・黒灰色
・黒灰色
・灰白色

124 －１
弥生土器
広口壺
Ａ東２区
土坑１　
上位

口径　21.5cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　2.7cm
　口縁部は外上方に大きく開く。口縁端部は外傾する
面をなし、その上下端は肥厚している。　
・外面　横方向のナデ、 端面に櫛描波状文（４条１　
　　　単位、原体幅６mm）、頸部は縦方向のヘラミ
　　　ガキ　
　内面　 横方向のナデ、端部近くに櫛描扇形文
・－
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ
３
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
２
０ ・暗黄褐色

・淡赤褐色
・濃灰色

内面に赤色顔
料

別表２－４　Ａ東区　弥生土器・土師器・瓦器　観察表



－ 328 －

図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部、体部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

124 －２
広口壺
Ａ東２区
土坑１　
上位

口径　20.6cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　2.1cm
　 口縁部は外上方に開く。口縁端部は外傾する面を
なし、端面の上下端は肥厚している。特に下端の肥厚
は垂下するように大きい。
・外面　横方向のナデ、頸部は縦方向のヘラミガキ、
　　　　口縁端部は櫛描波状文（６条 /cm）
　内面　櫛描刺突文
・－　
・－　

やや
軟

Ｍ
１
Ｍ
３
Ｓ
３
Ｓ
１
Ｍ
３
０ ・淡褐色

・淡褐色
・濃灰色

125 －４と同
一個体か？

124 －３
弥生土器
広口壺　
Ａ東２区
土坑１　
上位

残存高　6.0cm
　頸部は緩やかに外反して、外上方に広がる口縁部に
繋がっている。
・外面　縦方向のヘラミガキ、頸部と肩部の境界付近
　　　　に櫛描簾状文
　内面　横方向のナデ
・－
・－

良好 Ｓ
１
Ｍ
２
Ⓢ-
Ｓ
３

Ｓ
３
００ ・暗黄褐色

・暗黄褐色
・暗濃灰色

125 －４
弥生土器
広口壺
Ａ東２区
土坑１　
上位

口径　21.2cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　10.0cm
　頸部は緩やかに外反して外上方に開く口縁部に繋
がっている。口縁端部は外傾する面をなす。端面の中
央はわずかに窪み、端面の上下端は肥厚している。特
に下端の肥厚は垂下するように大きい。体部と頸部の
境界は明瞭に屈曲する。体部は肩部があまり張らない。
・外面　横方向のナデ、口縁端面に櫛描波状文、
　　　　頸部は縦方向のヘラミガキ
　内面　横方向のナデ、 口縁部に櫛描刺突文、
　　　　頸部は左上がりのヘラミガキ
・外面 　ヘラミガキのち、体部上端に櫛描廉状文（11
　　　　条１単位、原体幅 1.3cm）、残存部下半に、　
　　　　２帯の櫛描直線文（13 条１単位、原体幅　
　　　　1.4cm）
　内面　指頭押圧および横方向のハケ（10 条 /cm）
・－

良好 Ｍ
２
Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｍ
２

・淡橙褐色
・淡褐色
・淡灰褐色

大和Ⅲ－３様
式

125 －５
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１　
上位

口径　14.8cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　14.7cm
　口縁部は体部から明瞭に外上方に屈曲している。口
縁端部は外傾する面をなし、端面の上下端は肥厚し
ている。特に上端はハネ上げ状に肥厚しており、端面
の中央はその際の横方向のナデによって浅く窪んでい
る。体部は丸く膨らむが、最大径はその中央よりやや
上位にあるとみられる。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　縦方向のヘラミガキ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ
３
Ｓ
３
Ｍ
１

・赤褐色
・橙褐色
・橙褐色

体部内面に布
様の圧痕。外
面調整の際に
あてたものか。

125 －６
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１　
上位

口径　14.4cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　5.2cm
　口縁部は体部上端で外方に屈曲して開いている。い
る。口縁端部は外傾する面をなし、端面の上端はハネ
上げ状に肥厚している。体部最大径はその上半にある
らしい。
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・－　

やや
軟

Ｍ
１
Ｍ
１
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

０ ・淡黄灰色
・淡黄灰色
・濃灰色

内外面に煤付
着

125 －７
弥生土器
鉢
Ａ東２区
土坑１　
上位

口径　29.3cm（残存 1/23 からの回転復原）
残存高　3.4cm
　口縁部はほぼ直立して上方にのびる。口縁端部はわ
ずかに外傾する面をなす。
・外面　横方向のナデ、４条の凹線文
　内面　横方向のナデ
・－
・－　

軟 Ｍ
２
Ｌ-

Ⓛ
２

Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
２

・赤褐色
・赤褐色
・濃灰色



－ 329 －

図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部、体部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

125 －８
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１　
上位

底部径　5.6cm（残存 1/2 からの回転復原）
残存高　6.4cm
　底部はわずかに突出する平底である。体部は底部か
ら緩やかに屈曲して外上方にのびている。
・－
・外面　縦方向のミガキおよび縦方向のハケ
　内面　ナデ
・外面　縦方向のミガキ、底面はナデ
　内面　ナデ

良好 Ｓ
１
Ｍ
２
Ｓ
２
Ｓ
２
００ ・暗黄褐色

・淡黄灰色
・淡灰褐色

外面のハケは
摩滅により原
体の幅や本数
が不明瞭

125 －９
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１　
上位

底部径　4.7cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　1.8cm
　底部は下方にやや突出する小さな平底である。底部
中央に直径３mm の穿孔がある。
・－
・－
・外面　指押さえ
　内面　ナデおよび指押さえ

良好 Ｍ
２
Ｌ-
Ⓛ
２

Ｓ
３
Ｓ
２
Ｌ
２
０ ・暗赤褐色

・暗黄灰色
・暗灰褐色

125 － 10
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１　
上位

底部径　4.8cm（底部完存）
残存高　5.9cm
　底部は平底で、外面が僅かに窪みやや上げ底状に
なっている。
・－
・外面　縦方向のヘラミガキ
　内面　ナデ
・外面　指頭押圧のちナデ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
１
Ｍ
１
０Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ
２
０ ・黄褐色

・淡黄褐色
・淡黄褐色

126 － 11
弥生土器
壺
Ａ東２区
土坑１　
中位

口径　10.0cm（残存 1/2 からの回転復原）
残存高　5.8cm
　頸部は体部から屈曲して外上方にのびる。口縁部は
さらに横方向に屈曲して開いている。口縁端部は外傾
する面をなす。口頸部には粘土紐の接合痕跡が残る。
・外面　横方向のナデ、頸部下端に櫛描直線文（７条
　　　　/cm）
　内面　櫛描刺突文
・外面　櫛描直線文
　内面　ナデ
・－

良好 Ｌ
１
Ｌ
２
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｍ-

Ｌ
２

０ ・淡灰褐色
・淡灰褐色
・淡灰褐色

 

126 － 12
弥生土器
広口壺
Ａ東２区
土坑１　
中位

口径　25.2cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　1.4cm
　口縁部は外上方に開く。口縁端部の上下端が肥厚す
るが、特に下端は垂下するように大きい。
・外面　横方向のナデ、口縁端面に櫛描波状文
　　　　（６条 1 単位、原体幅７mm）、
　　　　頸部は縦方向のヘラミガキ
　内面　口縁部に櫛描刺突文
・－
・－　

やや
軟

Ｍ-

Ｌ
１

Ｍ
２
Ｓ
３
Ｓ
２
Ｍ
１
０ ・明橙褐色

・暗橙褐色
・暗灰色

126 － 13
弥生土器
広口壺
Ａ東２区
土坑１　
中位

口径　18.7cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　14.2cm
　頸部は体部から屈曲してやや開きながら上方にのび
る。口縁部はさらに横方向に屈曲して開いている。口
端部はほぼ垂直な面をなし、下端部は肥厚している。
体部は緩やかかに広がりながら下方にのびる。体部最
大径はその下半にあるとみられる。
・外面　横方向のナデ、端面に櫛描波状文（７条１単位、
　　　　原体幅８mm）、頸部は横方向のナデ　
　内面　口縁部は櫛描刺突文、頸部はナデ
・外面　上端部櫛描廉状文（９条 /cm）、以下５段の
　　　　櫛描直線文（11 条１単位、原体幅 1.2cm）
　内面　指頭押圧およびナデ
・－　

良好 Ｌ-

Ⓛ
３

Ⓛ
３
Ｓ
３
Ｍ-

Ⓛ
３

Ⓛ
３
Ⓛ
３

・淡黄褐色
・淡黄褐色
・淡黄灰色



－ 330 －

図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部、体部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

126 － 14
弥生土器
蓋
Ａ東２区
土坑１　
中位

裾部径　13.3cm（残存 1/5 からの回転復原）
残存高　5.6cm
　天井部は平らで、その外縁はナデによってつまみ出
され外上方にやや突出する。体部はその上端がややく
びれたのち外下方に下る。裾部は体部から屈曲して外
方に開いている。裾端部はほぼ直立する面をなし、端
面は下端がやや肥厚している。
・外面　指頭押圧のち横方向のナデ
　内面　ナデ
・外面　ハケおよびナデ
　内面　ナデ
・－

やや
軟

Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ-

Ｌ
４

Ｓ
２
Ｓ
１
Ｍ
３

・暗赤褐色
・赤褐色
・赤褐色

126 － 15
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１　
中位

口径　11.9cm（残存 1/3 からの回転復原）
残存高　10.7cm
　口縁部は稜をなして外上方に屈曲してしている。口
縁端部は外傾する面をなし、端面の上端はハネ上げ状
に肥厚している。体部最大径は中位よりやや上方にあ
る。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　体部中位よりやや上まで横方向のナデ、以下
　　　　縦方向のハケ（10 条１単位、原体幅８mm）
　内面　左上方向のハケ（９条 /cm）
・－　

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ
３
Ｓ
２
Ｓ
２
Ｓ
３

・赤褐色
・赤黄褐色
・赤黄褐色

126 － 16
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１　
中位

口径　15.8cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　6.6cm
　口縁部は稜をなして外上方に屈曲している。口縁端
部はほぼ直立する面をなし、端部は上方に肥厚してい
る。体部最大径は口径より小さく、あまり膨らまない。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　縦方向のミガキ
　内面　横方向のナデ
・－　

良好 Ｍ
２
Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
２
Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
３

・赤褐色
・赤灰褐色
・淡赤灰色

126 － 17
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１
中位

口径　18.4cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　4.3cm
　口縁部は横方向に屈曲して開く。 口縁端部は、外
面が緩やかに屈曲しつつ、上方にハネ上げるように肥
厚している。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・－　

やや
軟

Ｍ
２
Ｌ
２
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｍ-

Ｌ
２

・淡灰褐色
・灰褐色
・灰褐色

127 － 18
弥生土器
鉢
Ａ東２区
土坑１
中位

口径　25.3cm（残存 1/10 からの回転復原）
残存高　6.8cm
　鉢体部はおそらく器高の中程で屈曲して内傾する口
縁部に繋がっている。口縁端部は内傾する面をなし、
外側に肥厚している。
・外面　横方向のナデ、櫛描波状文（９条１単位、
　　　　原体幅 1.1mm）　
　内面　横方向のナデ
・外面　櫛描直線文（９条 1 単位、原体幅 1.1cm）、  
        櫛描波状文（６条１単位、原体幅８mm）、横　
　　　方向のケズリ
　内面　板ナデ（？）のち横方向のナデ
・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ
２
Ｓ-

Ｍ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

００ ・暗黄灰色
・暗黄灰色
・暗黄灰色



－ 331 －

図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部、体部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

127 － 19
弥生土器
鉢
Ａ東２区
土坑１
中位

体部径　23.2cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　8.6cm
　口縁部は、体部から緩やかに屈曲して上方にのびて
いる。体部は椀形を呈している。
・－
・外面　横方向のナデ、４条の凹線文、下半は縦方向
　　　　のヘラミガキ
　内面　横方向のナデ、下半はハケ
・－

良好 Ｓ
３
Ｍ
３
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

０ ・淡黄灰色
・白灰色
・白灰色

胴部外面一部
に黒斑。

127 － 20
弥生土器
壺
Ａ東２区
土坑１　
中位

底部径　6.2cm（底部完存）
残存高　5.5cm
　底部は下方にやや突出した平底である。体部は丸く
膨らむらしい。
・－
・外面　縦方向のヘラミガキか？
　内面　ナデ
・外面　横方向のナデ
　内面　ナデ

やや
軟

Ｍ
２
Ｍ
２
Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
４
Ｍ-

Ｌ
２

・淡黄褐色
・淡黄褐色
・淡黄褐色

外面一部に黒
斑。
体部外面は摩
滅により調整
不詳。

127 － 21
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１　
中位

底部径　5.2cm（残存 3/4 からの回転復原）
残存高　5.5cm
　底部は下方にやや突出している。底部中央は上げ底
状にやや窪んでいる。体部は外上方に直線的にのびて
いく。
・－
・外面　縦方向のヘラミガキ
　内面　縦方向のナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデおよび指頭押圧

良好 Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
１
Ｓ
１

・暗赤褐色
・暗褐色
・灰褐色

127 － 22
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑１
中位

底部径　4.1cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　10.4cm
　底部は下方に突出し、中央が窪んで上げ底になって
いる。体部は外上方に直線邸にのびたのち、上方に屈
曲する。器壁が比較的薄い。
・－
・外面　縦方向のヘラミガキ
　内面　縦方向のナデおよび指頭押圧
・外面　縦方向のヘラミガキ
　内面　縦方向のナデおよび指頭押圧

良好 Ｍ
２
Ｍ-

Ｌ

Ｓ
３
Ⓢ
２
Ｓ
１

・淡赤褐色
・赤褐色
・赤褐色

127 － 23
弥生土器
高杯
Ａ東２区
土坑１
下位

残存高　10.1cm
　脚柱状部はほぼ直線的に外下方にのびる。裾部は脚
部から大きく屈曲して広がっている。杯底部は脚部か
ら屈曲して外上方にのびている。脚部との接合は円盤
充填法による。
・－
・外面　ナデ
　内面　ヘラミガキ
・外面　縦方向のヘラミガキ
　内面　柱状部はシボリメのちナデ。裾部はナデ

良好 Ｍ
２
Ｍ-

Ⓛ
２

Ｓ
３
Ｓ
３
Ｓ
１

・暗赤褐色
・赤褐色
・暗赤褐色

杯部底部内面
の一部および
脚部外面の一
部に黒斑。

127 － 24
弥生土器
高杯
Ａ東２区
土坑１
下位

裾部径　14.1cm（残存 1/2 からの回転復原）
残存高　11.4cm
　脚柱状部は僅かに窄まりながら下方にのびる。裾部
は緩やかに屈曲して広がっている。裾端部は僅かに外
傾する面をなし、端部の上端はハネ上げ状に肥厚して
いる。杯底部は、裾部から屈曲して外上方にのびてい
る。脚部との接合は円盤充填法による。
・－
・外面　杯底部はヘラミガキか
　内面　杯底部はヘラミガキ
・外面　ヘラミガキか
　内面　柱状部はシボリメ、裾部はナデ

やや
軟

Ⓛ
２
Ⓛ
２
Ｓ
３
Ｓ
３
Ｍ
２

・黄灰色
・黄灰褐色
・黄灰色
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図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部、体部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

127 － 25
弥生土器
鉢
Ａ東２区
土坑１
下位

口径　14.4cm（残存 1/2 以上からの回転復原）
残存高　8.1cm
　口縁部は体部から緩やかに屈曲しながら上方にのび
ている。口縁端部は水平な面をなし、端面は強いヨコ
ナデによって中央が凹線状に窪み、内面が肥厚してい
る。底部は平底であるが、中央部が上げ底状に窪んで
いる。
・外面　ナデ、ヘラ状工具による連続刺突文
　内面　横方向のナデ
・外面　ヘラケズリ
　内面　ナデ
・外面　ヘラケズリ、底面はナデ
　内面　ナデ

良好 Ｌ
１
Ｍ
１
Ｓ
３
Ｓ
２
０ ・黄灰色

・黄灰色
・黄灰色

体部から底部
にかけて一部
に黒斑。

127 － 26
弥生土器
壺
Ａ東２区
土坑１
下位

底部径　6.6cm（底部完存）
残存高　3.8cm
　底部は平底であるが、中央部が僅かに上げ底状に窪
んでいる。底部と体部の境界は不明瞭で底部はやや丸
みを持ちながら立ち上がるとみられる。
・－
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ナデ
　内面　指頭押圧およびナデ

良好 Ｌ
２
Ｍ
２
Ｓ
３
Ｓ
３
Ｌ
１
Ｍ-

Ｌ
２

・明橙褐色
および淡黄
灰色
・明橙褐色
および淡黄
灰色
・明橙褐色
および淡黄
灰色

底部内面に指
頭による押圧
が施された際
の爪厚痕が
残っている。

128 －１
弥生土器
広口壺
Ａ東２区
土坑３

口径　28.0cm（残存 1/12 からの回転復原）
残存高　2.8cm
　口縁部は水平方向にのびて開く。 口縁端部は直立
する面をなし、端部の上下端は肥厚している。
・外面　端面は横方向のナデ、端面下端に「Ｖ」字形
　　　  刻目、口頸部はナデ（端面や内面よりも太い
　　　  工具によるナデ調整）　
　内面　横方向のナデ
・－
・－

やや
軟

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｌ
２
Ｓ
３
Ⓢ
３
Ｓ
２
０ ・赤黄褐色

・黄灰色
・黒灰色

128 －２
弥生土器
壺
Ａ東２区
土坑３

体部径　26.0cm（残存 1/10 からの回転復原）
残存高　22.1cm
　頸部は緩やかに外反しながら外上方にのびて、口縁
部に繋がるとみられる。体部最大径は中位よりやや下
にあり、肩部は張らない。
・－　
・外面　８段の区画に上１段は櫛描廉状文（11 条１
　　　　単位、原体幅 1.2cm）、中６段は櫛描直線文
　　　　（12 条１単位、原体幅 1.4cm）、下１段は
　　　　櫛描波状文（12 条１単位、原体幅 1.4cm）、
　　　　以下横方向のヘラミガキ
　内面　横方向のナデ、体部中位よりやや下方から
　　　　縦方向のハケ
・－

良好 Ｌ-

Ⓛ
２

Ｌ-

Ⓛ
１

Ｓ
２
Ｓ
２
Ｍ
２
Ｌ
２

・淡黄褐色
および暗橙
褐色
・淡褐色お
よび黄灰褐
色
・濃灰色

頸部および体
部外面に黒斑、
体部外面に煤。
接合はできな
いものの、同
一個体と思し
き破片が８片
ある。

128 －３
弥生土器
広口壺
Ａ東２区
土坑３

口径　18.7cm（残存 1/10 からの回転復原）
残存高　4.2cm
　口縁部は頸部から屈曲して外方に開く。 口縁端部
は直立する面をなし、端面の上下端は肥厚している。
特に上端の肥厚はハネ上げ状になって大きい。
・外面　ナデ、口縁端面に３条の凹線文
　内面　ナデ、口縁端部内側に櫛描刺突文
・－
・－

良好 Ｓ
１
Ｌ
２
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｓ
１
００・明黄褐色

・灰褐色
・黄灰褐色
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図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部、体部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

128 －４
弥生土器
蓋
Ａ東２区
土坑３

口径　11.8cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　2.9cm
　天井部から口縁部にかけてほぼ直線的に繋がって大
きく開いている。口縁端部は内傾する面をなし、端面
の上端はハネ上げ状に肥厚している。口縁端部付近に
径９mm の円孔が 1.2cm の感覚をあけて、２箇所に
穿たれている。天井部には径 1.4cm のつまみが着い
ている。
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｌ
２
Ｍ-

Ｌ
２

０Ｓ
２
００ ・暗黄灰色

・暗黄灰色
・暗黄灰色

128 －５
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑３

口径　13.5cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　3.3cm
　口縁部は大きく屈曲して開いている。口縁端部は外
傾する面をなし、端面の上下端は肥厚する。
・外面　横方向のナデ　
　内面　横方向のナデ
・外面　右上がりのハケ（５条 /cm）
　内面　縦方向のハケ
・－

良好 Ｍ
１
Ｓ
１
Ｓ
１
Ｓ-

Ｍ
３

０００・暗褐色
・暗褐色
・暗褐色

口縁部外面の
一部に黒斑。

128 －６
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑３

口径　15.0cm（残存 1/4 からの回転復原）
残存高　5.1cm
　口縁部大きく屈曲して開いている。口縁部は外傾す
る面をなし、端面はの上下端は肥厚する。特に上端の
肥厚はハネ上げ状になって大きい。体部最大径は中位
にあると思われる。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　縦方向のハケ（12 条１単位、原体幅 1.2cm）
　内面　左上がりのハケ（８条 /cm）および指押さえ
・－　

良好 Ｍ
２
Ｍ
１
Ｓ
３
Ｍ
３
Ｓ
２
００・暗褐色

・暗褐色
・暗褐灰色

口縁部および
体部の外面に
煤。

128 －７
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑３

口径　13.7cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　6.7cm
　口縁部は外上方に屈曲して開いている。 口縁端部
は外傾する面をなし、端面の上端はハネ上げ状に肥厚
している。体部最大径は中位にある。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　横方向のナデおよび縦方向のミガキ
　内面　横方向のナデおよび左上がりのハケ
　　　　（５条 /cm）
・－

良好 Ｓ
１
Ｓ
２
Ｓ
２
Ⓢ-

Ｓ
２

Ｓ
１
００・暗褐色

・暗褐色
・暗褐灰色

口縁部および
体部外面に煤。

128 －８
弥生土器
甕
Ａ東２区
土坑３

口径　13.9cm（残存 1/9 からの回転復原）
残存高　6.1cm
　口縁部は大きく屈曲して開く。 口縁端部は外傾す
る面をなし、端面は上端はハネ上状に肥厚する。
・外面　横方向のナデ
　内面　横方向のナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデによるスリップ状の仕上げ
・－

良 Ｓ
１
Ｍ
１
０Ｓ
３
Ｓ
１

・暗褐色
・暗褐色
・黒灰色

体部外面に煤。
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図－番号
器種
出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部
　　形態と、調整・施文　・胴部、体部
　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面
色調・内面
　　・断面

備　考
長
石
石
英
角
閃
石

雲
母
チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

128 －９
弥生土器
鉢
Ａ東２区
土坑３

口径　23.3cm（残存 1/14 からの回転復原）
残存高　3.9cm
　口縁部は直線的に内上方にのびる。口縁端部は短く
外側に折り返されて、やや垂下する。
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・外面　横方向ナデ
　内面　横方向のナデ
・－

軟 Ｌ
２
Ｍ
Ｌ
３

Ｓ
３
Ｓ
３
Ｓ
３
Ｍ
Ｌ
３

・橙褐色
・明橙色お
よび黄褐色
・灰褐色

128 － 10
弥生土器
壺底部
Ａ東２区
土坑３

底部径　4.9cm（底部完存）
残存高　4.4cm
　底部は下方にやや突出した小さな平底である。体部
は底部から緩やかに繋がって、丸く膨らむ。
・－
・外面　縦方向のミガキ
　内面　ハケ（原体幅 1.1cm）
・外面　ナデ
　内面　ナデ

良好 Ｍ
１
Ｍ-
Ｌ
２

Ｓ
１
Ｓ
３
Ｓ
１
０ ・暗黄褐色

・暗灰褐色
・淡褐色

外面に黒斑。

128 － 11
弥生土器
多孔土器
Ａ東２区
土坑３

口径　12.5cm（残存 1/6 からの回転復原）
残存高　6.5cm
　口縁部は、僅かに外上方に広がる体部から僅かに上
方に屈曲してのびる。口縁端部は水平な面をなす。体
部には径８mm の円孔が多数穿たれている。
・外面　横方向のナデ、１条の凹線文
　内面　ナデ
・外面　ナデ
　内面　ナデ
・－

良好 Ｌ
２
Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２
Ｓ
１
０Ｍ
１

・暗黄褐色
・暗橙褐色
・灰褐色

129 －１
弥生土器
底部
Ａ東２区 -
１号墓周
北溝

底部径　8.4cm（底部完存）
残存高　9.5cm
　底部は下方に僅かに突出しする。底面は僅かに窪み
上げ底状に成っている。体部は底部から屈曲したのち
ごく僅かに内彎しながら外上方にのびている。
・－
・外面　剥脱のため不明
　内面　ハケ（５条１単位、原体幅７mm）のちナデ
・外面　指頭圧痕、底面の付け根部分に横方向のハケ
　　　　（４条１単位、原体幅５mm）、底面はナデ
　内面　ナデ

良好 Ｌ-

Ⓛ
３

Ｌ-

Ⓛ
３

０Ⓢ-

Ｓ
２

Ｌ
１
０ ・淡黄灰色

・淡黄灰色
・淡灰褐色

129 －２
弥生土器
広口長頸
壺
溝１

口径　24.9cm（口縁残存 1/4 からの回転復原）
底部径　9.4cm（底部完存）
残存高 41.6cm
　口縁部は頸部から屈曲して外方に開く。 口縁端部
は僅かに外傾する面をなし、端面の上下端は肥厚して
いる。特に下方の肥厚は垂下するようにやや大きい。
長い頸部はほぼ直線的に外上方にのびている。体部は、
頸部から緩やかに屈曲して繋がる。体部の最大径が中
位にあり、球状に膨らむ。底部は下方に突出する平底
であるが、僅かに窪み上げ底状になっている。
・外面　口縁部は横方向のナデ、頸部は縦方向のハケ 
      （７条 /cm）のち櫛描直線文（７条１単位、原 
       体幅 1.1cm）が５段
　内面　ナデおよび指頭押圧
・外面　体部上位は縦方向のハケ（７条 /cm）のち櫛
　　　　描直線文（７条１単位、原体幅 1.1cm）が３
　　　　段。、体部中位は横縦方向のヘラミガキ、下
　　　　位は縦方向のヘラミガキ
　内面　ハケ（７条 /cm）
・外面　ナデおよび指頭押圧
　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
３
Ⓢ-

Ｓ
１

Ｓ-

Ｍ
３

０ ・淡赤褐色
・淡褐色
・灰褐色
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・体部

　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

164 －１

土師器皿

２Tr. 第 1

遺構面　

素堀溝

口径　7.8cm（ほぼ完存）

底部径　4.6cm（ほぼ完存）

器高　1.6cm

　口縁部は短く外上方にのびて開いている。口縁端部

は丸い。口縁部と底部の境界は稜線になる。

・外面　横方向ナデ

　内面　ナデ

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 Ｌ
２

Ⓛ
２

Ｓ
３

Ｓ
４

０００・暗赤褐色

・赤褐色

・明赤褐色

164 －２

土師器皿

2Tr. 第 1

遺構面

素堀溝

口径　11.1cm（一部欠損）

底部径　7.6cm（ほぼ完存）

残存高　2.3cm

　口縁部は僅かに外反しつつ開いている。口縁端部は

丸いが、部分的に内側に肥厚している箇所がある。口

縁部と底部の境界は段を成している。底部は中央が窪

んで上げ底になっている。

・外面　横方向ナデ

　内面　ナデ

・－

・外面　ナデ及び指頭による押圧

　内面　ナデ

良好 Ｓ
２

Ⓛ
３

Ⓢ
ー
Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｌ
２

００・明赤褐色

および暗灰

褐色

・明赤褐色

・赤褐色

164 －３

土師器皿

10Tr. 第 1

遺構面

流路上層

口径　15.2cm（残存 2/3 からの回転復原）

底部径　9.8cm（残存 3/4 からの回転復原）

残存高　3.4cm

　口縁部はごく僅かに内彎しつつ外上方に開いてい

る。口縁端部は、鈍い稜によって外傾する面を成し、

内側にごく僅かに肥厚している。底部はわずかに上げ

底になっている。

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ケズリ

　内面　ナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 Ｓ
２

Ｌ
２

Ｓ
２

Ⓢ
ー
Ｓ
３

０Ｓ
２

・淡灰褐色

・淡灰褐色

・淡灰褐色

164 －４

土師器皿

10Tr.

残存高　0.5cm

　底部は平らで、外面の中央が僅かに窪んででいる。

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 Ｓ
２

Ｍ
ー
Ｌ
２

Ｓ
３

Ｓ
２

０００・淡赤灰色

・淡赤灰色

・灰白色

底部外面に、

「膳」字の墨書

166 －１

壺

溝４

残存高　5.1cm

　残存部は肩部に当たる。体部は下方に緩やかに膨ら

む形状である。

・－

・外面　櫛描直線文 (９条 /cm) のち一部縦方向のミ

　　　　ガキ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
２

Ｍ
１

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｓ
２

００・淡赤褐色

・暗灰褐色

・暗灰褐色

別表２－５　Ｂ地区　弥生土器・土師器　観察表



－ 336 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・体部

　　　　　　　　　　　　・底部（脚部・高台）

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

166 －２

短頸壺

溝４

頸部径　5.2cm（残存 1/3 からの回転復原）

残存高　9.9cm

　頸部はほぼ垂直に立ち上がった後、外方に屈曲する

短い口縁部に繋がっている。口縁端部を欠損してる。

体部はその下半に最大径がある。

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ハケのちヘラミガキ（原体幅２mm）

　内面　ナデおよび指頭による押圧

・－

良好 Ｓ
２

Ｌ
２

Ｓ
２

Ｓ
２

０００・暗褐褐色

・暗灰褐色

・暗灰褐色

胴部内面に炭

化物。

体部下半に黒

斑。

166 －３

壺

溝４

底部径　8.2cm（残存 1/2 からの回転復原）

残存高　10.4cm

　体部は丸みをもって膨らんでいる。体部外面のヘラ

ミガキは密であるが、原体のあたりが強いために粗雑

な感を受ける。底部は下方に突出する平底である。

・－

・外面　ヘラミガキ（原体幅５mm）

　内面　指頭による押圧のちナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 ０Ｌ
３

Ｍ
２

Ｍ
２

０００・淡赤褐色

・黄灰色

・濃灰色

体部下半に黒

斑。

166 －４

甕

溝４

口径　14.0cm（残存 1/6 からの回転復原）

残存高　5.2cm

　口縁部は、体部から大きく屈曲して外方に屈曲して

いる。口縁端部は直立する端面を成すが、端面は強い

ヨコ方向のナデによる凹線風の窪みなっている。また、

口縁端部はハネ上げ状に上方に突出している。体部は

下方に緩やかに広がっている。

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ｌ
２

Ｓ
３

Ⓢ
ー
Ｓ
４

０Ｓ
１

０・淡灰褐色

・淡灰褐色

・淡灰褐色



－ 337 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

165 －１

甕

土坑４

口径　27.1cm（残存 1/2 からの回転復原）

残存高　25.1cm

　口縁部から胴部にかけて緩やかに「Ｓ」字状に繋がっ

ている。口頸部と胴部の境界は窄まったところにある。 

口唇部は水平な面をなし、外面の一部はやや突出して

いる。その直下に低平ながらも、断面三角形を呈する

凸帯が貼り付けられている。器表内外面には高さ約1.3

～ 1.5cm の粘土紐の接合痕跡が残る。

・外面　横方向のナデ。凸帯の下端に軽く浅い刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　ナデのちミガキ（原体幅 4.0 ㎜）、 

　　　　頸胴部界付近にヘラ描直線文１条

　内面　ナデ

・－

０Ｌ-

Ⓛ
３

Ｓ
１

Ｓ
１

Ｌ
２

００・黄褐色

・淡橙褐色

・淡灰褐色

外面に黒斑。

長原式

178 －１

深鉢

土器棺墓

１

口径　31.9cm（完形）

残存高　39.6cm

　口頸部はごく僅かに外反し、僅かに膨らむ胴部に繋

がる。頸部と胴部の境界は不明瞭である。底面は尖る。

口縁部に小さな山形突起が３ヶ所に残存じているが、

その位置関係から本来は４ヶ所にあったとみられる。

口唇部の断面形は丸いが、部分的にナデにより内外面

に肥厚する。器表外面には高さ約 1.5cm ないし 3.0cm

の粘土紐の接合痕跡がある。胴部最大径は中位よりや

や上方にあり、口径とほぼ同じ大きさになる。（深鉢

４類、底部Ｃ１類）

・外面　横方向のケズリ、突起部に刻目

　内面　横方向の二枚貝条痕のち横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向の二枚貝条痕のち横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

良好 Ｌ
１ 

　

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
２

Ｍ
２

００・口縁部か

ら胴部にか

けて暗褐色、

底部は淡黄

褐色

・暗褐色

・暗褐色

口縁部外面お

よび底部内面

に黒斑。

篠原式中－新

段階

178 －２

深鉢

土器棺墓

２

口径　26.9cm（ほぼ完形）

残存高　34.5cm

　口頸部は弱いながらも外反し、僅かに膨らむ胴部に

緩やかに「Ｓ」字状に繋がる。底部は丸底になるとみ

られる。口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみのと

ころと、水平な面をなしているところとがある。器表

内外面には高さ約 1.5cm ～ 2.0cm の粘土紐の接合痕跡

が残る。胴部最大径はその中位にあり、口径に対し比

較的大きい。残存状況は口縁部から胴部にかけてほぼ

完存しているが、底部は欠失している。（深鉢 6類（７

類範疇）、底部Ｃ類）

・外面  部分的にナデのち条痕       

　内面　二枚貝条痕

・外面　上部のみ横方向のケズリ、

        以下縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・外面　ナデ

　内面　横方向のナデ

良好 Ⓢ-

Ｓ
１

Ⓛ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

０００・灰褐色

・灰褐色

・暗灰色

口頸部から胴

部上半にかけ

て、一部被熱

で明赤褐色に

変色している。

篠原式中－新

段階

別表２－６　Ｂ地区　縄文土器　観察表



－ 338 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

179 －３

深鉢

土器棺墓

３

口径　37.1cm（完形）

底部径　4.9cm

残存高　39.75cm

　口頸部は直線的にのび、ごく僅かに外に開く。頸部

と胴部の境界は不明瞭で、また胴部の膨らみはほとん

ど認められない。底部は尖底であるが、僅かに丸い。

口唇部はやや外傾する面をなす。器表外面には高さ約

1.0cmないし 2.0cmの粘土紐の接合痕跡が明瞭に残る。

胴部最大径はその上半にあり、口径に対し僅かに大き

い。残存状況は口縁部と胴部の一部を欠損しているが、

ほぼ完形である。（深鉢４類、底部Ｃ１類）

・外面　横方向の丁寧なナデ、 

　　　　口唇部に「Ｖ」字形の刻目

　内面　横方向のナデ (工具痕が明瞭に残る。）

・外面　ケズリ

　内面　横方向の丁寧なナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ（工具痕が明瞭に残る。）

良好 ０Ｌ
２

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｌ-

Ⓛ
２ 

　
　

 

　
　
　

００ 

　
・褐色

・暗褐色

・暗褐色

口縁部および

胴部の外面一

部に黒斑。胴

部下半から底

部内面に炭化

物付着。

篠原式中－新

段階

180 －４

浅鉢

土器棺墓

４－１

口径　36.2cm（口縁残存 1/2 からの回転復原）

残存高　19.6cm

　口頸部は胴部から緩やかに屈曲して開く。口頸部に

は直径 1.8cm ほどの穿孔が見られ、その穿孔を境にし

て欠損している。穿孔は１ヶ所にしか観察できない

が、このような状況から、補修孔だと考えられる。口

唇部の断面形は丸い。口縁部には低い方形の突起が付

いている。この突起は口唇部に比べて厚く、面をなし

ている。器表外面に高さ 1.8 ～ 2.5cm の粘土紐の接合

痕跡がある。胴部は上半に最大径を持ち、大きく張る

肩部をなす。肩部径が口径に対して比較的大きい。残

存部分は口縁部から胴部下半で、口縁部は 1/2、胴部

は 1/4 が残存している。（浅鉢Ｃ類）

・外面　横方向の二枚貝条痕

　内面　横方向のミガキ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　二枚貝条痕のちナデ、またはミガキ

　　　　頸部との境界付近に連続する指押えの痕跡

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ
１

Ⓢ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・明褐色

・暗灰色

・暗黄灰色

口縁部から胴

部の一部に黒

斑。

篠原式新段階

180 －５

深鉢

土器棺墓

４－２

口径　29.7cm

底部径　5.3cm（底部完存）

残存高　26.2cm　

　口縁部は非常に緩やかではあるが、波状になってい

る。口頸部は直線的に外上方にのびる。胴部は僅かに

膨らみ、胴部と頸部の境界は不明瞭である。底部は丸

底になる。口唇部はナデ調整によって面取りされ、そ

の面は外傾する。器表内外面には高さ約 1.5 ～ 1.7cm

の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径はその中位に

あり、口径とほぼ同じ大きさになる。胴部下半部の残

存が主となり、完周している。口縁部は 2/3 が残存す

る。底部は完存している。（深鉢４類、底部Ｃ１類）

・外面　横方向のナデ

　内面　口縁部は粗いナデ、

　　　　頸胴部界付近でははっきりとしたナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

良好 Ｌ
１

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・黄褐色

・暗黄褐色

・暗灰色

口縁部から胴

部上半の外面

一部に黒斑。

胴部下半の内

面に炭化物お

よび煤付着。

篠原式新段階



－ 339 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

181 －６

深鉢

土器棺墓

５

口径　33.7cm( 底部以外完存 )

残存高　37.8cm

　口頸部は直線的にのび、ごく僅かに外に開く。胴部

は僅かに膨らみ、頸部との境界は不明瞭である。口唇

部の断面形は丸いか、内傾する面をなしている。器表

内外面には高さ約 1.5 ～ 2.5cm 粘土紐の接合痕跡が明

瞭に残る。胴部最大径はその上半にあり、口径と比べ

て僅かに大きい。口縁部から 30cm ほどの下の粘土紐

が見られるところで屈曲し、その部分の接合が弱い為

か、ヒビが入っている。口縁部から胴部下半まで部分

的に欠失しているが、ほぼ完存している。底部のみが

欠失している。（深鉢４類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
３

Ｓ
２

Ｌ
１

００・明褐色

・褐色

・褐色

口頸部から胴

部外面の一部

に黒斑。

口縁部から胴

部外面、口縁

部胴部内面の

一部に煤付着。

胴部外面、口

頸部から胴部

内面の一部に

炭化物付着。

篠原式新段階

181 －７

深鉢

土器棺墓

６

口径 (長軸 )　30.8cm　(短軸 )28.6cm（底部以外完存）

残存高　33.2cm

　口頸部はほぼ直立する。胴部は膨らみ、頸部と胴部

の境界は不明瞭である。口唇部の断面形は丸い。器表

内外面には高さ約 1.5 ～ 3.0cm の粘土紐の接合痕跡が

ある。胴部最大径は上半にあり、口径より大きい。残

存状況は、口縁部は観衆している。胴部は中央部まで

完存し、下半部では 2/3 が残存している。底部は欠失

している。（深鉢２類）

・外面　ナデ、部分的にナデのち条痕、口唇部に「Ｄ」

　　　　字形の刻目

　内面　ナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　縦方向のケズリ

・－　

良好 Ｍ
１

Ｌ
１

Ｓ
３

Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・黄褐色

・黄灰色

・黄灰色

頸胴部界から

胴部中央部に

かけて黒斑。

篠原式新段階

182 －１

深鉢

第１群

口径　27.4cm（残存 1/4 からの回転復原）

残存高　11.2cm

　口頸部は短く、直線的に外上方にのびる。頸部と胴

部は緩やかに屈曲して繋がり、境界をなす。胴部は僅

かに膨らむ。口唇部は外傾する面をなす。器表外面に

は高さ約 1.5 ～ 2.5cm の粘土紐の接合痕跡が残る。口

径と胴部最大径がほぼ同じ大きさになる。（深鉢 1類）

・外面　二枚貝条痕のちナデ

　内面　ナデ

・外面　ケズリ

　内面　二枚貝条痕のちナデ

・－

良好 ０Ｌ
１

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｓ-

Ⓛ
３

Ｍ-

Ⓛ
３

００・褐色

・黒褐色

・灰色

外面の一部に

黒斑あり。

胴部外面に煤・

炭化物付着。

篠原式古段階

182 －２

深鉢

第１群

口径　28.0cm（口縁部残存 1/5 からの回転復原）

残存高　7.8cm

　口頸部は僅かに開くが、直線的に外上方にのびる。

胴部は膨らみ、頸部と胴部の境界は不明瞭である。口

唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみである。（深鉢

２類）

・外面　横方向の二枚貝条痕のちナデ、 

　　　　頸胴部の境界付近は横方向のナデ

　内面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

・外面　ケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 ０Ｍ
１

Ｓ
３

ＬＭ-

Ｌ
３

００・淡黄褐色

または暗橙

褐色

・淡灰褐色

・灰色

篠原式中段階



－ 340 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

182 －３

深鉢

第１群

口径　29.0cm（口径約 1/6 からの回転復原）

残存高  9.7cm

　口頸部はほぼ直立して、膨らむ胴部に繋がっている。

頸部と胴部の境界は不明瞭である。口唇部の断面形は

丸い。器表内外面には高さ約 0.8 ～ 1.3cm の粘土紐の

接合痕跡が残る。（深鉢２類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ、頸部との境界付近に強いナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｓ-

Ｌ
２

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
１

００・黄灰色

・暗黄灰色

・暗灰色

篠原式中段階

182 －４

深鉢

第１群

残存高　6.3cm

　口頸部は胴部から屈曲して繋がり、ほぼ直立する。

胴部は膨らむとみられる。頸部と胴部の境界は不明瞭

である。口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみであ

る。（深鉢２類か？）

・外面　口縁部上端はナデ、以下二枚貝条痕のちナデ

　内面　口縁部上端はナデ、以下二枚貝条痕のちナデ

・外面　頸胴部の境界付近は二枚貝条痕のちナデ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ｍ
１

Ｓ
１

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・暗褐色

・黒褐色

・黒色

篠原式中段階

182 －５

深鉢

第１群

口径　19.0cm（残存 1/5 からの回転復原）

残存高　7.5cm

　口頸部は直線的に外上方にのび、やや膨らむ胴部に

繋がる。頸部と胴部の境界は不明瞭である。口唇部の

断面形は丸いがやや尖りぎみである。胴部最大径はそ

の中位にあり、口径よりも僅かに大きい。（深鉢３類？）

・外面　二枚貝条痕、口唇部に「Ｖ」字形の刻目

　内面　ナデ

・外面　ナデ。頸胴部の境界付近に「Ｃ」字形爪形文

　　　　を巡らせる。

　内面　二枚貝条痕

・－

やや

軟

Ｓ
１

Ｌ
１

Ｍ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｌ
１

００・褐色

・暗褐色

・暗灰色

頸部と胴部の

境界付近外面

の一部に微量

の煤付着

谷尻式

（篠原式新段

階？）

182 －６

深鉢

第１群

口径　24.4cm（残存 1/5 からの回転復原）

残存高　9.7cm

　口頸部は直線的に外上方へのびて開く。頸部と胴部

の境界は窄まったところにあり、内面に鈍い稜をもつ。

口唇部の断面形は丸く、僅かに内面に肥厚する。器表

外面には高さ約 1.5cm ないし 2.5cm の粘土紐の接合痕

跡が見られる。胴部最大径はその中位にあり、口径よ

りも小さい。（深鉢３類）

・外面　横方向のナデ

　内面　指頭による押圧のち横方向のナデ、

　　　　一部に二枚貝条痕？

・外面　横方向のナデおよびケズリ

　内面　指頭による押圧のちナデ

・－

良好 Ｍ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｌ
１

００・褐色

・黄灰色

・暗灰色

口頸部内面の

一部に黒斑。

篠原式中段階

183 －７

深鉢

第１群

口径　29.0cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　7.5cm

　口頸部は直線的に外上方に開く。頸部と胴部の境界

は窄まったところにある。口唇部はやや丸みを帯びた

面をなす。また刻目が施された際に、工具により粘土

が押し出され、部分的に外面へ突出している。器表内

外面には高さ約 1.5 ～ 2.3cm の粘土紐の接合痕跡が残

る。（深鉢３類）

・外面　ナデ、 口唇部に逆「Ｄ」字形の刻目

　内面　ナデ

・－

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ-

Ｌ
３

０Ｓ
１

Ｍ
２

００・暗褐色

・暗褐色

・黒灰色

摩滅している

部分が多い。

篠原式中段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

183 －８

深鉢

第１群

口径　34.0cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　11.0cm

　口縁部は非常に緩やかにうねり、波状口縁になると

みられる。口頸部と胴部はほぼ直線的に繋がり、その

境界は不明瞭である。口唇部の断面形は丸い。器表外

面には高さ1.3cm～2.2cmの粘土紐の接合痕跡が残る。

（深鉢４類）

・外面　ナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　指頭による押圧のちナデ、

・外面　横方向のケズリ（ 頸胴部の境界やや上方から）

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
１

Ｍ
１

００・明褐色

・黒褐色

・淡灰褐色

口縁部外面の

一部に黒斑。

篠原式新段階

183 －９

深鉢

第１群

口径　25.0cm（口径約 1/4 からの回転復原）

残存高　5.5cm

　口頸部は胴部からやや外上方へ直線的に繋がる。胴

部と頸部の境界は不明瞭である。口唇部の断面形は丸

い。　

・外面　ナデ ?

　内面　ナデ、口頸部に指押さえ

・外面　縦方向ケズリ

　内面　二枚貝条痕のちナデ

・－

不明 Ｍ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
３

Ｓ
２

０００・暗黄褐色

・黒褐色

・黒色

篠原式中－新

段階

183 － 10

深鉢？

第１群

残存高　6.1cm

　口頸部はごく僅かに外反し、緩やかに胴部に繋がる

とみられる。胴部と頸部の境界は不明瞭である。口唇

部の断面形は丸いが、やや尖りぎみである。（深鉢４類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｌ
２

Ｓ
２

Ｓ
３

Ｍ-

Ｌ
３

００・暗褐色

・暗黄褐色

・暗黄褐色

篠原式中－新

段階

183 － 11

深鉢

第１群

残存高　9.8cm

　口頸部は僅かに膨らむ胴部からほぼ直線的に繋が

る。胴部と頸部の境界は不明瞭である。口唇部の断面

形はごく僅かに外傾する面をなし、また内面に肥厚す

る。器表外面に高さ 1.3 ～ 2.0cm の粘土紐の接合痕跡

が残る。（深鉢４類？）

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　ケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 ０Ｍ
２

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・黄褐色

・暗黄灰色

・暗灰色

口頸部内外面

に黒斑。

篠原式中－新

段階

183 － 12

深鉢

第１群

残存高　10.3cm

　口頸部は胴部からほぼ直線的に繋がる。胴部は僅か

に膨らみ、上半で最大径を成す。胴部と頸部の境界は

不明瞭である。口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎ

みである。器表外面には高さ約 1.2cm ないし 2.4cm の

粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢４類）

・外面　ナデ、 口唇部に「Ｏ」字形の刻目

　内面　ナデ

・外面　ケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ｍ
１

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・淡灰褐色

・淡黄褐色

・淡灰黄褐

色

口頸部および

胴部内面の一

部に黒斑。

篠原式中－新

段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

184 － 13

深鉢

第１群

残存高　9.1cm

　口頸部は胴部からほぼ直線的に繋がる。胴部の膨ら

みは極めて小さい。胴部と頸部の境界は不明瞭である。

口唇部の断面形は丸い。器表内外面には高さ約 1.5cm

の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢４類）

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ、

　　　　口頸部から胴部の一部に指押さえ

・－

良好 Ｓ
１

Ｍ-

１

Ⓢ-

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・明褐色

・黄灰色

・灰色

篠原式中－新

段階

184 － 14

深鉢

第１群

残存高　10.3cm

　口頸部は僅かに外反するが、胴部へほぼ直線的に繋

がるので、頸胴部の境界は不明瞭である。口唇部の断

面形は丸いが、やや尖りぎみである。器表内外面には

高さ約 1.3 ～ 0.9cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深

鉢４類）

・外面　横方向のナデ、 口唇部に逆「Ｄ」字形刻目

　内面　指頭による押圧のちナデ

・外面　縦方向のケズリ、

　　　　頸部と胴部の境界付近の内指押さえ

　内面　横方向のナデ、

　　　　頸部と胴部の境界付近の内指押さえ

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ
１

００・淡灰褐色・

黄橙色

・黄橙色

篠原式中－新

段階

184 － 15

深鉢

第１群

口径　28.4cm（残存 1/4 からの回転復原）

残存高　29.5cm

　口頸部は比較的長く、緩やかに外反し、膨らむ胴部

に「Ｓ」字状に繋がる。内面の頸胴部の境界は張った

ところにある。口唇部は僅かに外傾する面をなす。胴

部最大径はその中位にあり、口径よりも大きい。残存

部分は口縁部から胴部下半までで、全周に対して 1/4

ほどである。（深鉢６類（７類範疇））

・外面　貝殻条痕、口唇部に棒状工具を斜めに押し　

　　　　当てて施文した刻目があるが不規則である

　内面　横方向のナデ

・外面　胴部上半は横方向の貝殻条痕。

　　　  以下は貝殻条痕のち縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ（下半は貝殻条痕）

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
１

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・暗黄褐色

・暗黄褐色

・暗灰色

口縁部から胴

部外面にかけ

て一部黒斑。

篠原式中－新

段階

185 － 16

深鉢

第１群

口径　29.5cm（残存 1/4 からの回転復原）

残存高　12.9cm

　口頸部は長く、外反している。胴部は僅かに膨らみ、

口頸部から屈曲して繋がる。口唇部は外傾する面をな

す。口唇部外面は刻目を施す際に押し出されて、突出

している。器表外面には高さ 0.8cm ないし 1.5cm の粘

土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は上半にあり、口

径とほぼ同じ大きさになる。（深鉢６類（７類範疇））

・外面　ナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のケズリのちナデ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
１

Ⓢ-

Ｓ
２

０００・黄灰色

・暗灰色

・灰色

口縁部外面に

黒斑。

篠原式新段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

185 － 17

深鉢

第１群

口径　27.2cm（口縁残存約 1/6 からの回転復原）

残存高　7.0cm

　口頸部は外反して開く。口唇部の断面形は丸い。器

表外面には高さ約 2.0 ～ 3.0cm の粘土紐の接合痕跡が

残る。（深鉢６類？）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・－

やや

軟

Ｓ
１

Ｍ
１

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・灰褐色

・暗黄灰色

・暗灰色

篠原式新段階

185 － 18

深鉢

第１群

残存高　10.7cm

　口頸部は緩やかに外反する。頸部と胴部は緩やか

に「Ｓ」字状に繋がるので、その境界は不明瞭である。

口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみである。（深

鉢６類（７類範疇？））

・外面　横方向のナデ、一部に指押え

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ｍ
２

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・黄褐色

・暗灰褐色

・灰褐色

篠原式中－新

段階

185 － 19

深鉢

第１群

残存高　7.5cm

　口頸部は外反して開き、さらに上端でその角度が急

になる。頸部と胴部は「Ｓ」字状に連続的に繋がると

みられる。口唇部は断面形が丸く、外面に僅かに肥厚

する。口縁部の器壁は他と比較すると厚い。器表内面

には高さ約 7.0mm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢

６類？）

・外面　 口唇部はナデ、以下ケズリ

　内面　ナデ

・－

・－

良好 Ｓ
１

Ｍ-

Ｌ
２

０Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・暗褐色

・暗灰色

・暗黄灰色

篠原式中－新

段階

186 － 20

深鉢

第１群

口径　35.2cm（口縁部残存 1/4 からの回転復原）

残存高　16.8cm

　口頸部は短く、外反して開く。頸部と胴部は「Ｓ」

字状に繋がるので、その境界は不明瞭である。胴部は

膨らむ。口唇部はナデにより、水平な面をなす。器表

外面には高さ約 1.1 ～ 1.5cm の粘土紐の接合痕跡が残

る。胴部最大径は中位にあり、口径とほぼ同じ大きさ

である。（深鉢６類（３類範疇？））

・外面　二枚貝条痕のちナデ、一部に指押さえ

　内面　二枚貝調整のちナデ、一部に指押さえ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｍ
１

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・黒色

・黒褐色

・灰褐色

胴部外面の一

部に炭化物付

着。口頸部内

面一部に黒斑

篠原式中－新

段階

186 － 21

深鉢

第１群

残存高　12.7cm

　口頸部は外傾する。頸胴部の境界位置は胴部の張っ

たところにあり、比較的明瞭である。口唇部は水平な

面をなす。器表内外面には粘土紐の接合痕跡が残る。

（深鉢７類）

・外面　横方向の二枚貝条痕のちナデ、胴部との境界

　　　　に強いナデ

　内面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

・外面　横方向の二枚貝条痕

　内面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ⓛ
２

Ｍ
２

Ｍ
４

Ｍ
２

００・暗灰色

・暗黄色

・暗黄灰色

滋賀里式Ⅲａ

期－篠原式古

段階

口頸部と胴部

の境界を強い

ナデにより区

別している。

そのため、た

め滋賀里Ⅲ a

式の可能性が

高い。
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

186 － 22

深鉢

第１群

残存高　8.7cm

　口頸部は外上方に直線的にのびる。頸部と胴部の境

界はやや不明瞭ながらも、胴部の張ったところにある。

胴部は緩やかに膨らむ。口唇部の断面形は丸い。（深

鉢７類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　摩滅しているため不明

　内面　横方向のナデ

・－

良好 ０Ｍ
１

Ｓ
２　
　

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・黒褐色

・黒褐色

・黒褐色

篠原式新段階

186 － 23

深鉢

第１群

口径　25.8cm（残存 1/7 からの回転復原）

残存高　10.7cm

　口頸部は胴部からごく緩やかに屈曲して、直線的に

外上方にのびる。胴部と口頸部の境界は不明瞭である。

口唇部の断面形は丸い。口頸部の下端に直径約 1.0 ～

１.2cm の補修孔がある。器表内面に粘土紐の接合痕

跡がある。（深鉢８類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のナデ、補修孔（屈曲部）以下ケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

やや

軟

Ｌ
２

Ｍ
１

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・暗褐色

・灰褐色ま

たは黄褐色

・暗灰色

篠原式中－新

段階

186 － 24

深鉢

第 1群

残存高　6.9cm

　残存部は口縁部の山形突起、ないし波長部にあたる。

口頸部はごく僅かに外反する。口唇部の断面形は丸い。

器表内外面には高さ約 1.0 ～ 1.5cm の粘土紐の接合痕

跡が残る。

・外面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

　内面　ナデ

・－

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・暗黄褐色

・灰褐色

・灰色

内面の一部に

黒斑。

篠原式中－新

段階

187 － 25

深鉢

第 1群

口径　38.6cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　7.8cm

　口縁部から胴部まで屈曲なく外上方に繋がり、砲弾

形を呈す。 口唇部の上端付近は僅かに外反して開く。 

口唇部は外傾する面をなし、一部肥厚する。器表内外

面には高さ約1.0～1.6cmの粘土紐の接合痕跡が残る。

（深鉢８類）

・外面　二枚貝条痕のちナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ｌ
２

Ｓ
２

Ｓ-

Ｌ
２

Ｍ
１

００・褐色

・褐色

・灰褐色

口縁部内面の

一部に黒斑あ

り。

187 － 26

深鉢

第 1群

残存高　9.9cm

　口縁部から胴部まで屈曲がなく緩やかに繋がり、砲

弾形を呈す。口縁部は僅かに内彎する。口唇部の断面

形は丸い。器表内面には高さ約 1.0cm ないし 2.0cm の

粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢８類）

・外面　縦方向のケズリ、ただし口唇部付近のみ横方

　　　  向のナデおよび口唇部付近は横方向のナデ、

　　　  一部に指頭圧痕

　内面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

・－　

良好 ０Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
１

Ｓ-

Ⓛ
２

Ｍ
１

００・灰褐色

・灰褐色

・灰褐色

篠原式中段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

187 － 27

深鉢

第 1群

残存高　6.3cm

　口頸部は僅かに外反して開く。残存部は口縁部の波

頂部にあたる。口唇部の断面形は丸い。

・外面　横方向の二枚貝条痕。波頂部はナデ調整

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向の二枚貝条痕

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｍ
３

Ｍ-

Ｌ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｓ
１

Ｍ
１

００・褐色

・褐色

・褐色

篠原中－新段

階

187 － 28

浅鉢

第 1群

口径　35.8cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　4.3cm

　短い口頸部は僅かに外反して開く。口唇部の断面形

は丸い。胴部上半に明瞭な肩部を形成する。内面の稜

はあまり明確でない。肩部径と口径はほぼ同じ大きさ

になる。（浅鉢Ｃ類）

・外面　ミガキ（原体幅 2.5mm）

　内面　ミガキ（原体幅 2.0mm）

・外面　ミガキ（原体幅 2.0mm）

　内面　肩部以下縦方向のミガキ（原体幅 2.5mm）

・－

良好 ０Ｌ
２

Ｓ
２

Ｓ
１

Ｍ-

Ｌ
２

００・暗黄灰色

・暗灰褐色

・暗灰褐色

篠原式中段階

187 － 29

浅鉢

第 1群

口径　22.0cm（口縁残存 1/11 からの回転復原）

残存高　3.1cm

　短い口頸部は外傾する。胴部の上半で屈曲して肩部

を形成する。内面の頸部と胴部の境界は明瞭な稜をな

している。口唇部の断面形は丸い。（浅鉢Ｃ類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・－

・－

良好 Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ
２

００・暗黄灰色

・暗褐色

・暗灰色

篠原式中段階

187 － 30

浅鉢

第 1群

口径　32.4cm　（残存 1/6 からの回転復原）

残存高　6.7cm

　短い口頸部は、胴部から屈曲して直線的に外上方に

開く。口唇部の断面形は丸い。胴部の上半で肩部を形

成する。内面の 頸胴部の境界は明瞭な稜をなし、強

いナデ調整により区画されている。肩部径と口径の大

きさはほぼ等しい。（浅鉢Ｃ類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ、境界付近は強い横方向のナデ

・外面　ナデ

　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）

・－

やや

軟

Ｍ-

Ⓛ
２　
　

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
２

Ｓ
１

Ｍ-

Ⓛ
３

００・黄灰色

・暗黄灰色

・暗灰色

篠原式中段階

188 － 31

浅鉢

第１群

口径　22.2cm（残存 1/6 からの回転復原）

残存高　5.8cm

　口縁部は外反して開く頸部から、さらに屈曲して開

いている。口唇部は水平な面をなす。胴部と頸部の境

界は不明瞭である。器表内外面には高さ約 1.0cm の粘

土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は上半にあり、口

径よりもやや大きい。（浅鉢Ｅ類）

・外面　横方向のナデ、一部に指頭圧痕

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・－

やや

軟

Ｓ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
３

Ｓ-

Ⓛ
３

Ｍ-

Ｌ
２

０Ⓛ
１

・暗黄灰色

・黄褐色

・灰褐色

口縁部から胴

部外面の一部

に黒斑。

岩石粒を含む。

篠原式新段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

188 － 32

浅鉢

第１群

口径　29.8cm（残存 1/4 からの回転復原）

残存高　5.8cm

　短い口頸部は、胴部から直線的に、外上方にのびる。

口唇部の断面形は丸く、内面を肥厚させている。胴部

の上半で明瞭な肩部を形成する。肩部径は口径よりも

大きくなる。（浅鉢Ｃ２類）

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

　内面　ミガキ、水平な沈線

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

　内面　ミガキ

・－

良好 Ｍ
３

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
２　
　
　

Ⓢ-

Ｓ
２

０００・暗褐色

・暗褐色

・褐色

篠原式中段階

188 － 33

浅鉢

第１群

残存高　4.5cm

　口頸部は緩やかに内彎している。口唇部はやや丸み

を帯びた面をなしている。口唇部内面は扁平だが肥厚

している。口縁部には低い山形の突起が１ヶ所残存す

る。胴部は内上方へのび、明確に「く」字形に屈曲し

て口頸部との境界をなす。（浅鉢Ｆ類）

・外面　口縁部はナデ、口縁部下端に緩やかな「レ」

　　　　字状沈線、頸部はミガキ（原体幅2.0～ 2.5mm）

　内面　口縁部はナデ、頸部はミガキ（原体幅 2.0 ～

　　　　3.0mm）

・外面　ナデ

　内面　ミガキ（原体幅 2.0mm）

・－

良好 Ｓ
１

Ｌ
１

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ
１

００・暗黄灰色

・暗褐色

・暗灰色

188 － 34

深鉢

第１群

残存高　3.9cm

　口頸部は僅かに内彎する。口縁部に小さな山状の突

起が 1ヶ所残存しているが、本来は「Ｂ」字を呈する

突起であったとみられる。口唇部は内傾する面をなす。

・外面　ナデ。平行する３条の沈線が巡り、上段２条

　　　　の沈線間に 3.0 ～ 6.0mm 間隔で刺突文が列を

　　　　なして施される。口唇部に「Ｖ」字形の刻目

　内面　ナデ

・外面　縄文 RL

　内面　ナデ

・－

良 ０Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

００・黄白色

・淡赤褐色

・黄白色

大洞 C1 式

188 － 35 と同

一個体か？

188 － 35

深鉢

第１群

残存高　5.2cm

　口頸部は僅かに内彎する。口縁部に「Ｂ」字状突起

が１ヶ所に残存している。口唇部は内傾する面をなす。

・外面　ナデ。平行する３条の沈線が巡り、上段２条

　　　　の沈線間に 3.0 ～ 6.0mm 間隔で刺突文が列を

　　　　なして施される。口唇部に断面「Ｖ」字形の

　　　　刻目

　内面　ナデ

・外面　縄文 RL

　内面　ナデ

・－

良好 ０Ⓛ
２

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

００・淡赤褐色

・淡赤褐色

・淡赤褐色

大洞 C1 式

188 － 34 と同

一個体か？

188 － 36

深鉢

第１群

残存高 7.2cm

　口頸部は僅かに内彎する。口縁部に「Ｂ」字状突起

が１ヶ所に残存している。口唇部は外傾する面をなす。

器表外面には高さ 2.0cm の粘土紐の接合痕跡がある。

・外面　ナデ。平行する３条の沈線が巡り、上段２条

　　　　沈線間に刺突文が列をなして施される。最上

　　　　段の沈線は「Ｂ」字状突起の凹部に当たって

　　　　いる。口唇部に「Ｏ」字形の刻目

　内面　ナデ

・外面　縄文 RL

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ｌ
２

Ｓ
３

Ｌ
２

Ｍ
１

００・褐色

・明褐色

・暗褐色ま

たは淡褐色

口縁部から胴

部内外面の一

部に黒斑。

大洞 C1 式
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

188 － 37

深鉢

第１群

残存高　3.9cm

　口頸部は僅かに内彎する。口縁部上端から１cm ほ

ど下がったところに瘤状の突起が付き、現状では２ヶ

所に残存している。口唇部の断面形は丸い。

・外面　ナデ。突起の周辺に指押さえ。

　　　　頸部と胴部の境界は１条の沈線が巡る。

　内面　指頭による押圧のちナデ

　　　　(ミガキのような丁寧なナデ）

・－

・－

良好 ０Ｌ
１

００００Ｌ
２

・黒色

・黒色

・黒色

189 － 39 と同

一個体か？

岩石粒含む。

瘤付土器第２

段階

188 － 38

深鉢

第１群

残存高　3.9cm

　胴部はごく僅かに内彎する。

・－

・外面　ナデ。横位の沈線１条。この沈線から下に弧

　　　　状を描く沈線が引かれ、上段と下段の沈線間

　　　　に縄文 LR が施文されている。

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
２

Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ
１

０００・淡黄白色

・淡黄色

・暗黄灰色

大洞Ｃ１式？

188 － 39

深鉢

第１群

残存高　7.2cm

　胴部は緩やかに内彎している。

・－

・外面　ナデ。残存部上端に横位の２条の沈線、その

　　　　直下に２条の連弧状の沈線

　内面　指頭による押圧のち横方向のナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ
１

Ｓ
２

Ⓢ
１

Ｍ
３

００・黒色

・黒色

・黒色

内面全体に指

押えあり。

189 － 37 と同

一個体か？

瘤付土器第２

段階？

188 － 40

深鉢

第１群

残存高　4.9cm

　胴部は内彎する。

・－

・外面　縄文 LR

　内面　ナデ、一部に条痕　

・－　　　　　　　　　

良好 ００Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・淡黄白色

・褐色

・暗灰色

188 － 41

深鉢

第１群

口径　9.8cm（口縁残存 1/4 からの回転復原）

残存高　5.2cm

　口縁部は胴部へ緩やかに「Ｓ」字状に繋がる。口頸

部と胴部の境界はあまり明瞭でないが、張ったところ

にある。 口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみで

ある。胴部最大径はやや上半にあり、口径よりも大き

い。（深鉢７類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ケズリのちナデ

　内面　ナデ

・－　

良好 Ｌ
２

Ｌ
２

Ｓ
３

Ｓ-

Ｌ
２

０００・暗黄褐色

・黄褐色

・灰褐色

篠原式新段階

189 － 42

深鉢

第１群

残存高　5.6cm

　口頸部は直線的に外上方にのびる。口唇部は強いナ

デが及び、断面形は丸い。

・外面　巻貝条痕のちナデ、３条の平行する凹線。

　内面　巻貝条痕のちナデ

・－

・－

良 Ｓ
１

Ｓ-

Ｌ
４

Ｓ
２

Ｓ
２

０００・黒褐色

・黒褐色

・黒褐色

宮滝２式

189 － 43

深鉢

第１群

残存高　6.1cm

　残存部は胴部と見られ、屈曲が無く直線的にのびる。

・－

・外面　ナデ、残存部下半に３条の平行する凹線

　内面　巻貝条痕のちナデ

・－

良 Ｍ
２

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
１

００・黒褐色

・黒褐色

・黒褐色

宮滝２式
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

189 － 44

深鉢

第１群

残存高　11.0cm

　口縁部はやや外傾する椀形の胴部から段を有し、強

く括れながら外反する。口唇部は外面に僅かに肥厚す

る。

・外面　巻貝条痕のちナデ。上端に１条の平行凹線。

　　　　下端に２条の平行凹線のち、粘土塊を付加し

　　　　巻貝扇状圧痕文

　内面　ナデ

・外面　巻貝条痕のちナデ。平行する３条の凹線のち、

　　　その一部に粘土塊を付加し巻貝扇状圧痕文。

　内面　ナデ

・－　

良好 Ｓ-

Ⓛ
２

Ｌ
２

Ｍ
２

Ｓ
２

Ⓛ
２

００・黒褐色

・褐色

・黒褐色

宮滝式新段階

189 － 45

底部

第１群

底部径　4.2cm( 底部残存 1/3 からの回転復原 )

残存高　4.4cm

　底部は下方に突出する。粘土板を重ね、底部を厚く

している。器表外面には粘土紐の接合痕跡が残る。（底

部Ａ３類？ )

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 ０Ｍ-

Ｌ
４

０Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ
２

００・灰褐色

・灰色

・灰色

篠原式古－中

段階

189 － 46

底部

第１群

底部径　6.0cm

残存高　3.6cm

　底部は底面が比較的大きく、窪みが明確である。（底

部Ａ１類）

・－

・－

・外面　ナデ、底部と胴部の境界付近に指頭圧痕

　内面　ナデ

良好 ０Ｌ-

Ⓛ
３

Ｓ
３

Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ
１

００・黄褐色

・暗黄灰色

・黄灰色

篠原式古－中

段階

189 － 47

底部

第１群

底部径　4.2cm( 残存 1/2 からの回転復原 )

残存高　2.6cm

　底部は平底である。（底部Ｂ類）

・－

・－

・外面　側面は指頭による押圧のち縦方向のケズリ、

　　　　底面はナデ

　内面　ナデ

良 Ｍ
１

Ｍ
１

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
２

００・明褐色

・暗黄灰色

・暗黄灰色

篠原式（？）

189 － 48

底部

第１群

底部径　4.6cm( 底部残存 1/3 からの回転復原 )

残存高　4.5cm

　底面は僅かに凹む。粘土板を重ね、底部を厚くして

いる。器表外面には粘土紐の接合痕跡が残る。胴部は

底部より屈曲なく緩やかに繋がっている。（底部Ａ４

類）

・－

・－

・外面　上半は縦方向のケズリ、下半はナデ、および

　　　　指押さえ

　内面　横方向のナデ、および指押さえ

良 Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・黄灰色

・暗褐色

・黄灰色

篠原式中－新

段階



－ 349 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

189 － 49

底部

第１群

底部径　－ cm（底部完存）

残存高　3.8cm

　胴部は底部から緩やかに屈曲なく繋がる。底面は尖

る。（底部Ｃ２類）

・－

・－

・外面　縦方向のケズリのちナデ

　内面　ナデ (爪痕らしき筋が一部に残る。)

良 Ｍ
２

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・黄灰色

・暗黄灰色

・暗黄灰色

篠原式新段階

189 － 50

底部

第１群

底部径　3.2cm（残存 1/2 からの回転復原）

残存高　2.4cm

　底面の幅が大きく緩やかな丸底に近いが、ごく僅か

に尖る。（底部Ｃ１類）

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良 Ｍ
２

Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ
１

Ｍ
２

００・赤褐色

・褐色

・淡褐色

底部外面の一

部に黒斑。

篠原式新段階

189 － 51

底部

第 1群

底部径　－ cm（底部完存）

残存高　5.4cm

　底面の幅が大きく丸底に近い尖底である。（底部Ｃ

１類）

・－

・－

・外面　ナデおよび指押さえ

　内面　ナデ

やや

軟

Ｍ
１

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
１

Ｓ
２

Ｍ
２

００・明褐色

・暗灰色

・灰色

篠原式新段階

189 － 52

底部

第１群

底部径　3.2cm（底部完存）

残存高　3.1cm

　底面の幅が大きく丸底あるいは平底に近いが、ごく

僅かに尖る。（底部Ｃ１類）

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良 Ｍ
１

Ｌ
１

Ｓ
２

Ｓ-

Ｌ
２

０００・暗黄灰色

・黒色

・明灰色

篠原式新段階

189 － 53

底部

第１群

底部径　3.6cm（底部完存）

残存高　2.8cm

　底面は幅が大きく丸底に近い尖底である。（底部Ｃ

１類）

・－

・－

・外面　横方向のケズリ

　内面　ナデ

良好 ０Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・黄褐色

・黒色

・明灰色

篠原式新段階

189 － 54

小型土器

第１群

底部径　3.0cm（底部残存 1/2 からの回転復原）

残存高　2.8cm

　底部は底面が指頭による押圧で尖底状になってい

る。胴部は底部より屈曲なく緩やかに繋がり、その境

界は不明瞭である。 口唇部の断面形は丸いが、尖り

ぎみである。

・外面　ナデおよび指頭圧痕

　内面　指頭による押圧のちナデ

・外面　指頭による押圧のちナデ

　内面　指頭による押圧のちナデ

・外面　指頭圧痕

　内面　指頭による押圧のちナデ　

良好 Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２

Ｓ
２

Ｍ
２

００・暗黄灰色

・暗灰色

・暗黄灰色

器壁の厚さに

ばらつきあり。

全体に指圧痕

が残る。
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

189 － 55

小型土器

第１群

口径　7.6cm（残存 1/5 からの回転復原）

残存高　3.4cm

　口縁部は底部まで緩やかに繋がり、椀形をしている。 

口唇部の断面形は丸いが、尖りぎみである。

・外面　ナデ

　内面　指頭による押圧のちナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　指頭による押圧のちナデ

　内面　指頭による押圧のちナデ

不明 Ｍ
１

Ｍ
１

Ｓ
３

Ⓢ-

２

Ｍ
２

Ｍ
２

０・灰明褐色

・灰明褐色

・灰色

193 －１

深鉢

第２群

残存高　23.8cm

　口頸部は直立ぎみにのびる。胴部は膨らみ、口頸部

から屈曲して繋がる。頸部と胴部の境界は不明瞭であ

る。口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみである。

器表外面、内面には高さ約 1.5cm の粘土紐の接合痕跡

が残る。胴部最大径はその中位にあり、口径よりも大

きくなる。（深鉢２類）

・外面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

　内面　ナデ、口頸部一部に指押え

・外面　縦方向のケズリ

　内面　縦方向のナデ

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
１

０００・淡明褐色

・暗灰色

・灰色

篠原式中段階

193 －２

深鉢

第２群

残存高　6.9cm

　口頸部は外上方にのびている。胴部は膨らみ、胴部

と頸部の境界は窄まったところにある。口唇部の断面

形は丸い。（深鉢１類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ、口唇部一部に指押え

・外面　横方向のケズリ、頸胴部界は強いナデ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ
２

Ｓ
２

０００・淡明褐色

・暗灰色

・暗灰色

篠原式古段階

193 －３

深鉢

第２群

残存高　8.5cm

　口頸部は胴部へ緩やかに屈曲して繋がる。内面の頸

胴部の境界は窄まったところにある。口唇部は外方に

肥厚し、またその断面形は丸い。器表内面には一部粘

土紐の接合痕跡が残る。（深鉢６類（３類範疇））

・外面　横方向のナデ（一部繊維による擦痕が認めら

　　　　れる）、口唇部に「Ｄ」字形刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ-

Ｌ
３

Ｍ
２

００・暗黄褐色

・黄褐色

・明灰色

胴部外面に黒

斑。

篠原式新段階

193 －４

深鉢

第 2群

残存高　12.9cm

　頸部は外上方にのびる。胴部は膨らみ、胴部と頸部

の境界は明瞭に張ったところにある。この境界は、内

面では強い横方向のナデ調整によって、鈍い稜線をな

している。（深鉢７類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ケズリ

　内面　頸胴部界では強い横方向のナデ、以下ナデ

・－   

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
４

Ｓ
２

Ｍ
２

００・暗黄灰色

・暗灰色

・灰色

頸部から胴部

にかけて一部

黒斑付着

篠原式新段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

194 －５

深鉢

第２群

口径 　28.8cm( 口縁残存 1/6 からの回転復原 )

残存高 　9.4cm

　口頸部は直線的に外上方にのびる。胴部は弱く膨ら

み、胴部と頸部は緩やかに屈曲して繋がる。胴部と頸

部の境界はあまり明瞭でない。口唇部は外傾する面を

なす。器表外面に高さ 0.9cm ～ 1.5cm の粘土紐の接合

痕跡がある。胴部最大径はその中位にあり、口径より

も小さい。（深鉢６類）

・外面　ナデ、 頸胴部の境界付近は指頭による押圧

　　　　のちナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　ケズリ？（摩滅により不明瞭）

・外面　ケズリ

　内面　ケズリ？（摩滅により不明瞭）

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｌ
１

Ｍ
２

・暗褐色

・淡褐色

・淡褐色

篠原式中－新

段階

194 －６

深鉢

第２群

残存高　9.5cm

　口頸部は大きく外反する。頸部と胴部は「Ｓ」字状

に繋がり、その境界は不明瞭である。口唇部外面は僅

かに肥厚し、外傾する面をなす。胴部の最大径は口径

よりも大きい。（深鉢６類（３類範疇））

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　横方向のナデ、境界付近に強い横方向のナデ

・外面　横方向のケズリのちナデ

　内面　横方向のナデ

・－

やや

軟

Ｓ-

Ⓛ
２

０Ｍ
３

Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ
２

００・淡橙褐色

・橙褐色

・暗灰色

篠原式中－新

段階

194 －７

深鉢

第２群

残存高　5.7cm

　口頸部はごく僅かに外反する。口唇部の断面形は丸

い。（深鉢４類）

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　横方向のナデ

・－

・－

良好 Ｓ
２

Ｍ-

Ⓛ
２

Ｓ
３

Ｓ
３

Ｓ-

Ｌ
２

００・暗黄灰色

・暗黄灰色

・灰色

194 －８

深鉢

第２群

口径　20.0cm（残存 1/2 からの回転復原）

残存高　9.7cm

　口頸部はごく僅かに外反する。頸部と胴部は緩やか

に繋がり、その境界は不明瞭である。口唇部の断面形

は丸い。胴部最大径は中位よりやや下方にあり、口径

とほぼ同じ大きさになる。（深鉢６類）　

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　ケズリ

　内面　二枚貝条痕のちナデ

・－

良好 Ｓ
３

Ｓ
２

Ｍ
３

Ｌ-

Ⓛ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・暗褐色

・暗褐色

・暗灰色

篠原式中－新

段階

194 －９

深鉢

第２群

残存高　15.5cm

　口頸部は僅かに膨らむ胴部に緩やかに繋がる。頸部

と胴部の境界は、外面では不明瞭である。一方内面で

は稜とはならないまでも、張った所にナデ調整を施し

て境界としている。口唇部は外傾する面をなす。胴部

最大径はその上半にあり、口径よりも大きい。（深鉢

６類（７類範疇））

・外面　二枚貝条痕のちナデ、口頸部下端の一部に

　　　　細い斜状沈線、口唇部に「Ｄ」字形刻目

　内面　ナデ、口頸部に爪痕

・外面　二枚貝条痕

　内面　ナデ、頸部との境界付近にナデ

・－

良好 Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ
２

Ｓ
２

０００・橙褐色

・灰褐色

・灰色

篠原式中－新

段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

195 － 10

深鉢

第２群

口径　24.0cm（口縁残存 1/6 からの回転復原）

残存高　7.5cm

　口頸部は長く外反する。胴部は僅かに膨らむ。頸部

と胴部の境界は不明瞭である。口唇部は外傾する面を

なす。器表内外面には高さ 1.1cm の粘土紐の接合痕跡

がある。（深鉢６類） 

・外面　二枚貝条痕のちナデ、 

　　　  口唇部に「Ｄ」字形ないし逆「Ｄ」字形刻目

　内面　指頭による押圧のちナデ

・外面　ケズリ

　内面　二枚貝条痕のちナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ｍ
１

０Ⓢ
３

０００・淡褐色

・暗褐色

・灰色

口縁部に黒斑。

篠原式中－新

段階

195 － 11

深鉢

第２群

口径　21.8cm（残存 1/4 からの回転復原）

残存高　11.4cm

　口頸部は胴部から外反して繋がっている。口唇部の

断面形は丸い。口唇部に刻目が施された際に、粘土が

外面に押し出され、やや突出している。胴部と頸部の

境界は、胴部が膨らみ始める箇所にある。胴部最大径

は中位にあり、口頸部よりもごく僅かに大きい。（深

鉢６類（７類範疇））

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
１

Ｍ
１

０Ⓢ
３

０００・暗褐色

・灰褐色

・暗灰褐色

篠原式中－新

段階

195 － 12

深鉢

第２群

残存高 　4.7cm

　口頸部は直線にのびる。口唇部の断面形は丸い。

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｏ」字形の刻目

　内面　ナデ

・－

・－

良好 Ⓛ
２

Ⓛ
２

Ｓ
３

Ｓ
２

Ⓛ
２

００・暗褐色

・赤褐色

・灰色

篠原式中－新

段階

195 － 13

深鉢

第２群

残存高　10.1cm

　口頸部は弱く外反し、緩やかに屈曲して胴部に繋が

る。口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみである。

胴部はほとんど膨らまない。（深鉢４類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｍ
３

Ｍ
３

Ｍ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ-

Ｍ
３

００・暗褐色

・暗褐色

・暗灰褐色

篠原式新段階

196 － 14

浅鉢

第２群

口径　36.8cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　6.6cm

　短い口頸部は胴部から屈曲して、外反して開く。口

唇部の断面形は丸い。胴部の上半に肩部を形成する。

胴部は直線的に外上方にのび、その上半で屈曲し肩部

を形成する。口径と肩部径の大きさはほぼ同じになる。

（浅鉢Ｃ類）

・外面　ナデ

　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）

・外面　ケズリ

　内面　ナデ

・－

やや

軟

Ｌ
１

Ｌ
２

Ｍ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｌ-

Ⓛ
２

００・明褐色

・灰褐色

・暗灰色

口頸部内面の

一部に黒斑。

篠原式中－新

段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

196 － 15

浅鉢

第２群

口径　35.4cm（残存 1/9 からの回転復原）

残存高　9.7cm

　口頸部は胴部から屈曲して開く。胴部は直線的に外

上方へのび、その上半で屈曲して明瞭な肩部をなす。

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）、

　　　　一部に指頭による押圧

　内面　ナデ

・－

やや

軟

Ｓ
１

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

０００・黒褐色

・褐色

・黒色

篠原式中－新

段階

196 － 16

浅鉢

第２群

口径　22.2cm（口縁残存 1/6 からの回転復原）

残存高　6.4cm

　短い口頸部は胴部から屈曲して外上方に開き、内面

には明瞭な稜をなす。 口唇部はやや丸みを帯び、外

傾する面をなし、外面および内面に肥厚している。胴

部は膨らみ、下半で緩やかに屈曲している。（浅鉢Ｃ

３類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　ミガキのような丁寧なナデ

　内面　頸部と胴部の境界付近は二枚貝条痕？、以下

　　　　横方向のナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｍ-

Ⓛ
２

Ｓ
１

Ｓ
１

０００・暗褐色

・暗褐色

・黒色

篠原式新段階

196 － 17

浅鉢

第２群

口径　26.2cm（残存 1/6 からの回転復原）

残存高　6.1cm

　口頸部は短く、外上方に直線的に開く。口唇部は下

方へ外傾する面をなし、内外面に肥厚する。胴部は膨

らむ。胴部と頸部の境界は屈曲した所にあり、その内

面は稜をなす。（浅鉢Ｃ３類）

・外面　横方向のナデ　

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のミガキ（原体幅 2.0 ～ 3.0mm）

　内面　横方向の二枚貝条痕

・－

良好 Ｍ
２

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
１

Ｓ
２

Ｍ
１

００・暗灰色

・暗褐色

・暗灰色

篠原式新段階

196 － 18

浅鉢

第２群

残存高　6.4cm

　口頸部は外上方に直線的にのびる。口唇部は内面に

粘土紐を付加し玉縁状に肥厚する。肥厚する内側に捩

りを加える。（浅鉢Ａ類）

・外面　横方向のケズリのち横方向のミガキ、 

　　　　口唇部はミガキ（原体幅 2.5mm）

　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）

・－

・－

良好 Ｓ-

Ｌ
１

００Ｓ
２

Ｍ
２

００・暗褐色

・暗灰褐色

・淡灰色

篠原式新段階

197 － 19

鉢

第２群

口径　19.4cm( 胴部残存 1/4 からの回転復原 )

残存高　13.0cm

　口縁部は緩やかに屈曲して胴部に繋がり、椀形を呈

す。口唇部の断面形は丸い。全体形は小さな椀形をし

ている。残存部より、底部は底面の比較的小さい平底

になるようである。

・外面　横方向のナデ

　内面　ナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　ナデ、一部横方向の二枚貝条痕の痕跡が認め

　　　　られる

・－

良好 Ｓ
１

Ｍ
２

Ｓ
２

Ｓ
３

Ｍ
２

００・暗黄灰色

・褐色

・灰色

篠原式？
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

197 － 20

壺

第２群

肩部径　13.8cm（残存 1/5 からの回転復原）

残存高　5.3cm

　頸部は屈曲した所で胴部との境界をなし、立ち上が

る。内面の頸部と胴部の境界に粘土帯を貼り付けた痕

跡があり、明瞭な稜をなしていたとみられる。

胴部は大きく張り出し、肩部をなす。

・－

・外面　頸部から肩部までナデ、以下横方向のミガキ

　　　 ( 原体幅 3.0mm）、肩部よりやや上方に１条の

        沈線

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

０Ⓢ
２

０００・暗灰色

・暗灰色

・暗灰色

篠原式中段階

197 － 21

不明

第２群

残存高　4.5cm

　胴部は直線的にのびる。

・－

・外面　水平方向と右下がり方向の沈線で区画し、

　　　　その外側を無節縄文Ｌｒで充填している。

　内面　指頭による押圧のちナデ

・－

良 Ｓ
３

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
１

Ⓢ
２

０００・暗灰色

・暗灰色

・褐色

197 － 22

底部

第２群

底部径　2.8cm（残存 1/3 からの回転復原）

残存高　3.9cm

　底部は下方へごく僅かに突出する小さな凹底であ

る。（底部Ａ１類）

・－

・－

・外面　ケズリおよびナデ

　内面　ナデ

良 Ｍ
２

Ｌ
２

Ｓ-

Ｍ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
３

００・黄橙褐色

・黒灰色

・灰色

篠原式古－中

段階

197 － 23

底部

第２群

底部径　3.7cm（残存 1/4 からの回転復原）

残存高　2.7cm

　底面は比較的大きく、僅かに凹む。（底部Ａ２類）

・－

・－

・外面　縦方向のケズリ

　内面　ナデ

良 Ｍ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・赤褐色

・暗褐色

・灰色

篠原式中－新

段階

197 － 24

底部

第２群

底部径　3.0cm( 残存 1/3 からの回転復原 )

残存高　3.7cm

　底面は平らである。胴部は底部より緩やかに繋がる。

（底部Ｂ１類）

・－

・－

・外面　縦方向のケズリ

　内面　ナデ（一部工具痕が残る）

良 Ｓ
１

Ｍ-

Ｌ
４

Ｓ
２

Ｓ
１

Ｍ-

Ｌ
３

００・淡褐色

・暗灰色

・淡灰褐色

篠原式中－新

段階

197 － 25

底部

第２群

底部径　不明

残存高　5.5cm

　残存部より尖底もしくは丸底にとみられる。器表外

面には粘土紐の接合痕跡が残る。（底部Ｃ類）

・－

・－

・外面　縦方向ののケズリ

　内面　ナデ

良 Ｍ
１

Ｌ
２

Ｓ
３

Ⓢ
３

Ｌ
２

００・黄灰色

・暗褐色

・灰色

篠原式新段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

197 － 26

底部

第２群

底部径　－ cm（残存 1/3 からの回転復原）

残存高　2.8cm

　底面は尖る。(底部Ｃ２類 )

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良 Ｓ
１

Ｌ
２

Ｓ-

Ｍ
４

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・淡褐色

・淡黄灰色

・灰褐色

底部外面に黒

斑。

篠原式新段階

200 －１

深鉢

第３群

残存高　10.3cm

　口頸部は直線的に外上方へのびる。頸部と胴部の境

界は不明瞭である。口唇部の断面形は丸い。器表外面、

内面には高さ約 2.0cm ないし 3.5cm の粘土紐の接合痕

跡が残る。（深鉢４類）

・外面　二枚貝条痕

　内面　ナデ

・外面　二枚貝条痕

　内面　二枚貝条痕

・－

良好 ０Ｍ-
Ｌ
２

Ｍ
２

Ｓ
２

Ｍ
３

００・黄褐色

・暗灰色

・灰色

篠原式中－新

段階

200 －２

深鉢

第３群

残存高　8.2cm

　口頸部は直線的に外上方にのびる。頸部と胴部の境

界は屈曲した所にあり、その内面は稜をなす。器表外

面、内面には高さ約 1.0 ～ 2.3cm の粘土紐口唇部は内

面に僅かに肥厚し、口唇部の断面形は丸い。の接合痕

跡が残る。（深鉢１類）

・外面　ナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　ナデ、頸胴部界に強いナデ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｍ
１　
　
　
　
　
　
　
　

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ-

Ⓛ
２

０００・褐色

・黄灰色

・暗灰色

滋賀里Ⅲ a式

～篠原式古段

階

200 －３

深鉢

第３群

残存高　12.8cm

　口縁部はやや内彎して、胴部に繋がっており、砲弾

形を呈す。口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみで

ある。器表外面には高さ約 0.7cm ないし 1.6cm の粘土

紐の痕跡が残る。（深鉢８類）

・外面　ケズリ

　内面　横方向のナデ

・外面　ケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
１

００Ⓢ
３

Ｌ
２

００・暗灰褐色

・黒色

・黒色

篠原式中段階

200 －４

鉢

第３群

口径　13.6cm（残存 1/3 からの回転復原）

残存高　8.8cm

　口頸部は僅かに内彎し、胴部へ彎曲して繋がる。口

唇部の断面形は丸い。 器表面には約 1.0 ～ 1.5cm の

粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢８類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　最も膨らむ箇所よりケズリ

　内面　ナデ、胴部一部に指押え

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
３

Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ-

Ｌ
３

００・淡黄灰色

・淡黄灰色

・灰色

篠原式？

200 －５

浅鉢

第３群

残存高　6.2cm

　口頸部は僅かに内彎し、外上方にのびる。口唇部は

外傾する面をなし、内面に肥厚している。口縁部には

山形の突起が１ヶ所に残存し、残存状況からリボン状

ないし３つに連なる山状になるようである。胴部と口

頸部は連続的に繋がり、その境界は不明瞭である。 

口縁部外面には、粘土紐の接合痕跡が残る。（浅鉢Ａ類）

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

　内面　ミガキ（原体幅 2.0mm）

・外面　ミガキ　（原体幅 2.8mm）

　内面　ミガキ　（原体幅 2.5mm ～ 3.0mm)

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ
１

Ｓ-

Ｍ
３

Ⓢ-

Ｌ
３

０００・黄灰褐色

・暗灰褐色

・淡灰色

篠原式新段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

200 －６

浅鉢

第３群

肩部径　29.5cm（残存 1/6 からの回転復原）

残存高　7.0cm

　口頸部は短く、ほぼ直立する。口縁部にリボン状の

突起があり、突起断面は器壁と比べ厚く丸みを持つ。

口唇部は内面に肥厚し、断面形は丸い。胴部は上半で

明瞭に屈曲して、張り出す肩部をもつ。胴部と頸部の

境界は屈曲した所にあり、その内面は稜をなす。肩部

径は口径よりも大きい。（浅鉢Ｃ３類）（突起⑨ a類）

・外面　ミガキ（原体幅 2.0 ～ 3.0 ㎜）

　内面　ミガキ（原体幅 2.0 ～ 3.0 ㎜）

・外面　ケズリのちミガキ

　内面　ミガキ（原体幅 2.0 ～ 3.0 ㎜）

・－

良好 Ｍ
１

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ
１

Ｍ
２

００・暗灰色

・暗灰色

・灰色

篠原式新段階

200 －７

底部

第３群

底部径　5.0cm( 残存 1/3 からの回転復原 )

残存高　2.1cm

　底部は下方の突出し、底面は窪みが比較的明瞭な凹

底である。胴部は底部から緩やかに、外上方に繋がる。

（底部Ａ２類）

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 Ｍ
１

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ-

Ｍ
２

Ⓢ
３

Ｍ
２

００・灰褐色

・灰色

・灰色

篠原式古－中

段階

200 －８

底部

第３群

底部径　4.8cm（残存 1/3 からの回転復原）

残存高　2.3cm

　底面は平底になる。胴部は底部より屈曲なく緩やか

に外上方にのびる。（底部Ｂ１類）

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良 Ｓ
２

Ｍ
１

Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ
３

Ｍ-

Ｌ
３

００・橙褐色

・暗黄褐色

・淡灰色

篠原式中－新

段階

202 －１

深鉢

第４群

残存高　9.7cm

　口頸部は僅かに外反する。胴部は口頸部から屈曲な

く緩やかに繋がり、その境界は不明瞭である。口唇部

の断面は僅かに外傾する面をなす。器表外面には幅約

１.0 ～ 2.0cm の粘土紐痕が残る。（深鉢６類）

･外面　ナデ、口唇部に「Ｄ」字形の刻目

  内面　ナデ

･外面　ナデ、胴部の最も膨らむ箇所では指頭による

　　　　押圧のちナデ

  内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｌ
２

Ⓢ
４

Ⓢ
３

Ｍ-

Ｌ
１

００・黄灰褐色

・黄灰褐色

・暗灰色

胴部外面の一

部に黒斑。

篠原式新段階

202 －２

深鉢

第４群

口径　42.0cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　14.1cm

　口頸部は直線的に胴部に繋がり、胴部と頸部の境界

は不明瞭である。口唇部は面をなす。胴部は僅かに膨

らむ。器表内外面に高さ 1.3cm ～ 2.1cm の粘土紐の接

合痕跡が残る。胴部最大径はその中位にあり、口径に

比べてごく僅かに大きい。（深鉢４類）

・外面　ナデ、口唇部に「Ｖ」字形の刻目

  内面　ナデ

・外面　ナデ

  内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
１

Ｍ-

Ｌ
２

Ⓢ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・淡明褐色

・暗褐色

・暗灰色

篠原式新段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

203 －３

深鉢

第４群

口径　35.0cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　13.0cm

　口縁部と胴部は屈曲なく連続的に繋がり、砲弾形を

呈している。口唇部の断面形は丸い。器表外面、内面

には高さ約 2.5cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢

８類）

･外面　横方向の二枚貝条痕、口唇部に指頭押圧によ

　　　 る刻目および指頭圧痕

  内面　横方向のナデ

･外面　縦方向のケズリ

  内面　ナデ

･－

やや

軟

Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ⓛ
２

００・明黄褐灰

色

・暗黄灰色

・暗黄灰色

口頸部－胴部

外面の一部に

黒斑。

篠原式中段階

203 －４

深鉢

第４群

残存高　10.5cm

　口縁部と胴部は屈曲なく連続的に繋がり、砲弾形を

呈している。口唇部の断面形は丸い。器表外面には粘

土紐の接合痕跡が残る。（深鉢８類）

・外面　横方向のナデ、口唇部に棒状工具による刻目

  内面　横方向のナデ、口唇部に指押え

・外面　縦方向のケズリ

  内面　横方向のナデ

・－

やや

軟

０Ｍ-

Ⓛ
２

Ｓ
３

Ｍ
２

Ｍ
２

００・褐色

・淡灰褐色

・灰色

篠原式中段階

203 －５

深鉢

第４群

口径　18.0cm（残存 1/7 からの回転復原）　

残存高　7.0cm

　口頸部は胴部から直線的にのびる。胴部と頸部の境

界は不明瞭である。内面の窄まった所ではナデ調整に

より区画した鈍い稜線がある。口唇部の断面形は丸い

が、やや尖りぎみである。器表外面、内面には高さ 0.7

～ 1.4cm の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径はそ

の上半にあり、口径とほぼ同じ大きさになる。（深鉢

４類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・－

やや

軟

Ｓ-

Ｍ
２

Ⓛ
２

Ⓢ
２

Ⓢ-

Ｌ
３

Ｍ
２

００・赤褐色

・灰褐色

・灰色

外面の一部摩

滅。

篠原式新段階

203 －６

深鉢

第４群

残存高　14.3cm

　口縁部と胴部は屈曲なく連続的に繋がり、砲弾形を

呈す。口唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみのとこ

ろと水平なところとがある。器表外面、内面には高さ

約1.5cmないし3.0cmの粘土紐の接合痕跡が残る。（深

鉢８類）

・外面　横方向のナデ

   内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

  内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ
１

Ｓ
１

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・黒色

・黒色

・黒褐色

胴部内面の一

部に炭化物付

着。

篠原式中段階

203 －７

底部

第４群

底部径　5.2cn( 残存 1/2 からの回転復原 )

残存高　4.6cm

　底部はごく僅かに下方に突出する。底面は窪む。（底

部Ａ１類）

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

やや

軟

Ｓ-

Ｍ
２

Ｌ-

Ⓛ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｌ
２

Ｍ
１

０・褐色

・暗灰色

・灰色

内外面摩滅。

篠原式中段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

203 －８

底部

第４群

底部径　3.6cn( 残存 1/3 からの回転復原 )

残存高　3.7cm

　底面は小さく平らである。胴部は底部より屈曲なく

緩やかに外上方へのびる。（底部Ｂ１類）

・－

・－

・外面　指頭圧痕

　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｌ
２

００・灰白色

・明褐色

・黒灰色

外面摩滅。

篠原式中段階

204 －９

浅鉢

第４群

口径　27.0cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　6.7cm

　口縁部はやや外上方にのびている。胴部は上半で明

瞭に屈曲し、張り出す肩部をもつ。口唇部の断面形は

丸い。肩部は稜をなす。肩部径が口径に対して大きい。

（浅鉢Ｂ類）

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）

・外面　ミガキ（原体幅 2.0mm）

　内面　ミガキ（原体幅 3.0mm）

・－　

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

００・褐色

・黒色

・灰白色

外面摩滅

篠原中段階

204 － 10

浅鉢

第４群

口径　38.8cm（残存 1/7 からの回転復原）

残存高　8.3cm

　短い口頸部は胴部から屈曲して開く。口唇部の断面

形は丸い。胴部は直線的に外上方にのび、その上半で

屈曲し、明瞭な肩部をなす。肩部径が口径に対し比較

的大きい。（浅鉢Ｃ類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ナデ（頸胴部屈曲部下部はミガキ）

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ-

Ｌ
２

Ｌ
１

Ｓ
１

Ⓢ-

Ｓ
２

０００・黒褐色

・黒褐色

・黒褐色

口頸部外面、

胴部外面の一

部に黒斑。

篠原式中段階

204 － 11

不明

第４群

残存高　5.5cm

　胴部は膨らまず、直線的である。

・－

・外面　二段の縄文 RL( 上部に結束部が見られる )

　内面　ナデ

・－

良好 Ｌ
１

Ｍ
２

Ｓ
３

Ｍ
２

Ｍ
２

Ｍ
１

０・褐色

・明褐色

・明褐色

204 － 12

不明

第４群

残存高　5.5cm

　胴部はごく僅かに内彎する。

・－

・外面　縄文 RL

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｍ
２

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
２

００・褐色

・淡褐色

・淡灰色

205 －１

深鉢

第５群

頸部径　29.8cm（残存 1/8 からの回転復原）　

残存　12.7cm　　

　口頸部はほぼ直立し、僅かに膨らむ胴部に繋がる。

口唇部の断面形は丸い。胴部と頸部の境界は不明瞭で

ある。器表外面には高さ約 1.5cm の粘土紐の接合痕跡

が残る。胴部最大径は中位にあり、口径よりもごく僅

かに大きい。（深鉢２類）

・外面　二枚貝条痕のちナデ、

　　　　口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　ナデ

・外面　頸胴部界付近に条痕、以下ナデ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ-

Ⓛ
２

Ⓛ
３

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｌ
１

００・暗褐色

・明褐色

・黒色

篠原式中段階



－ 359 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

205 －２

深鉢

第５群

残存高　15.9cm

　口頸部は直立し、緩やかに屈曲して膨らむ胴部に繋

がる。頸胴部の境界は不明瞭である。口唇部の断面形

は丸い。胴部最大径はその中位にある。（深鉢２類）

・外面　ナデおよびケズリ

　内面　ナデ

・外面　ケズリのちナデ、肩部から胴部にかけて板ナ

　　　　デ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
２

Ⓛ
３

Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｍ
２

００・暗褐色

・明褐色

・灰色

篠原式中段階

205 －３

深鉢

第５群

残存高　8.9cm

　口頸部はほぼ直立し、屈曲して僅かに膨らむ胴部に

繋がる。頸胴部の境界は不明瞭である。口唇部の断面

形は丸い。（深鉢２類？）

・外面　二枚貝条痕のちナデ

　内面　ナデ、一部に二枚貝条痕のちナデ

・外面　ケズリ

　内面　二枚貝条痕のちナデ

・－

やや

軟

Ｍ
２

０Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｍ
２

Ｍ
１

０・淡赤褐色

・暗黄灰色

・淡灰色

篠原式中段階

205 －４

深鉢

第５群

残存高　8.7cm

　口頸部はほぼ直立し、屈曲して大きく膨らむ胴部に

繋がる。口唇部の断面形は丸い。胴部と頸部の境界は

不明瞭である。器表外面、内面には高さ約 1.0cm の粘

土紐の接合痕跡が残る。（深鉢２類）

・外面　横方向の二枚貝条痕

　内面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

・外面　 頸胴部界よりやや下方から縦方向のケズリ

　内面　横方向の二枚貝条痕

・－

良好 Ｍ
２

Ⓛ
２

０Ⓢ-

Ｍ
２

０００・灰褐色

・濃灰色

・暗褐色

篠原式中段階

206 －５

深鉢

第５群

口径　25.0cm（残存 1/4 からの回転復原）

残存高　6.6cm

　口頸部は外上方へのび、口縁部上端で内彎する。胴

部は僅かに膨らむ。胴部と頸部の境界は屈曲したとこ

ろにあり、その内面に鈍く丸い稜線をもつ。口唇部の

断面形は丸い。器表外面、内面には高さ約 0.7cm ない

し 1.1cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢３類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　 頸胴部の境界付近は横方向のナデ、

　　　　 以下縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｓ
２

０００・暗褐色

・暗黄灰色

・暗灰色

口縁外面の一

部に黒斑。

篠原式新段階

206 －６

深鉢

第５群

口径　29.8cm（残存 1/4 からの回転復原）

残存高　15.7cm

　口頸部は直線的に外上方にのび、明瞭に屈曲して膨

らむ胴部に繋がる。胴部と頸部の境界は明瞭に屈曲し

た所にあり、内面は比較的明瞭な綾をもつ。器口唇部

は水平な面をなす。表外面、内面には高さ約 1.2 ～

1.6cm の粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径はその

上半にあり、胴部最大径は口径と比べ比較的大きい。

（深鉢３類）

・外面　ナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のケズリのちナデ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ
２

００・暗褐色

・暗黄灰色

・暗黄灰色

口頸部から胴

部外面の一部

に黒斑。

篠原式中段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

206 －７

深鉢

第５群

口径　33.2cm( 残存 1/8 からの回転復原 )

残存高　10.3cm

　口頸部はごく僅かに外反し、緩やかに屈曲してあま

り膨らまない胴部に繋がる。口頸部と胴部の境界は、

内面では強いナデ調整が及んでいる。口唇部はやや外

傾する面をなす。器表外面には高さ約 0.8 ㎝の粘土紐

の接合痕跡が残る（深鉢３類）。

・外面　ナデ、一部にケズリ、　

　　　　口唇部に「Ｖ」字形の刻目 

　内面　ナデ

・外面　ケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｌ-

２

Ｍ-

Ⓛ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
２

００・黄灰色

・明褐色

・淡灰色

土器内面に黒

斑。

篠原式中段階

206 －８

深鉢

第５群

残存高　15.3cm

　口縁部と胴部は屈曲なく直線的に繋がり、胴部中位

で緩やかに彎曲している。口唇部は水平な面をなす。

胴部の膨らみは小さい。器表外面には高さ約 2.0cm な

いし 3.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢４類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｌ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
３

Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ
２

００・黄灰色

・暗褐色

・灰色

頸部内面の一

部に黒斑。

篠原式中－新

段階

207 －９

深鉢

第５群

口径　30.4cm( 残存 1/8 からの回転復原 )

残存高　10.4cm

　口頸部と胴部は直線的に繋がっているが、胴部に向

かってやや広がる形状をしている。口唇部は僅かに外

傾する面をなす。器表外面、内面には粘土紐の接合痕

跡が残る。（深鉢４類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　横方向のケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ⓢ-

Ｓ
１

Ⓢ-

Ｓ
２

０００・褐色

・暗灰褐色

・灰色

土器外面の大

半に黒斑。

篠原式中－新

段階

207 － 10

深鉢

第５群

残存高　11.4cm

　口縁部と胴部は直線的に繋がり、頸胴部の境界は不

明瞭である。胴部は膨らまない。口唇部の断面形は丸

い。（深鉢４類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ケズリ、 頸胴部界付近の一部に指押さえ

　　　　のちナデ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
１

Ⓢ-

Ｓ
３

０００・暗褐灰色

・暗灰色

・暗灰色

篠原式中－新

段階

207 － 11

深鉢

第５群

口径　31.0cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　15.7cm

　口頸部は僅かに外反する。頸胴部は直線的に繋がり、

その境界は外面では不明瞭である。胴部はほとんど膨

らまず、底部にかけて窄まる形状をしている。口唇部

の断面形は丸く、所々で外方へ突出している。内面で

はナデ調整によって区画されている。器表外面、内面

には高さ約 1.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢

５類）

・外面　ナデ

　内面　横方向のケズリ

・外面　頸胴部界は横方向のケズリ、

　　　   胴部中央以下縦方向のケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｍ
１

００・褐色

・黄灰色

・灰色

口縁部外面の

一部に黒斑。

篠原式中－新

段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

207 － 12

深鉢

第５群

口径　29.0cm（口縁部残存 1/4 からの回転復原）

残存高　9.7cm

　口頸部は直立ぎみであるが、やや外上方にのびる。 

胴部は膨らみ、口頸部から緩やかに屈曲して繋がる。

胴部と頸部の境界は不明瞭である。口唇部の断面形は

丸いが、やや尖りぎみである。（深鉢６類）

・外面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

　内面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

・外面　ケズリ

　内面　ケズリ

・－  

良好 Ｓ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
３

Ｍ
２

００・暗褐色

・褐色

・暗灰色

口頸部の一部

欠損。

篠原式中－新

段階

208 － 13

深鉢

第５群

口径　34.2cm（残存 1/6 からの回転復原）

残存　11.5cm

　口頸部は外反し、膨らむ胴部に「Ｓ」字状に繋がる。

頸部と胴部の境界は不明瞭である。口唇部の断面形は

丸い。胴部最大径は中位にあると見られ、口径とほぼ

同じ大きさになる。（深鉢６類）

・外面　横方向のケズリのちナデ、 

　　　　口唇部に「Ｖ」字形の刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ（一部ケズリが認められる）

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ
３

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｌ
３

Ｍ
１

００・明黄灰色

・黄白色

・明黄灰色

口頸部外面の

一部、および

胴部内面黒斑。

篠原式中－新

段階

208 － 14

深鉢

第５群

口径　33.4cm（口径 1/4 弱からの回転復原）

残存高　16.2cm

　口頸部はごく僅かに外上方へのび、僅かに膨らむ胴

部に緩やかに繋がる。頸部と胴部の境界は不明瞭であ

る。口唇部の断面形は丸いがやや尖りぎみである。器

表外面、内面には高さ約 1.0 ～ 1.5cm の粘土紐の接合

痕跡が残る。胴部最大径は胴部上半にあり、口径に比

べ僅かに大きい。（深鉢６類）

・外面　横方向のケズリのち横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　屈曲部ナデ、最も張り出す箇所よりケズリ

　内面　横方向のナデ（下方にいくほど丁寧なナデ）

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
１

００・明褐色

・暗黄灰色

・暗黄灰色

口縁部内面に

黒斑あり。

篠原式中－新

段階

208 － 15

深鉢

第５群

口径　35.0m( 残存 1/8 からの回転復原 )

残存高　8.5cm

　口頸部は外反する。頸部と胴部の境界は不明瞭であ

る。口唇部の断面は外傾する面をなす。器表外面、内

面には高さ約 1.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深

鉢６類）

・外面　横方向のナデ、口唇部に「Ｖ」字形刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ、一部に縦方向の指ナデ

・－

良好 Ｍ
２

０Ｓ
３

Ｓ
１

Ｍ-

Ｌ
２

００・黄灰色

・暗灰色

・淡灰色

篠原式新段

階？

208 － 16

深鉢

第５群

残存高　5.8cm

　口頸部は直線的に外へ開く。口唇部の断面形は丸い。

口唇部外面に粘土紐の接合痕跡がある。

・外面　指頭による押圧のち、

　　　　横方向の二枚貝条痕のちナデ

　内面　指頭による押圧のちナデ

・－

・－

良好 Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
２

０００・褐色

・褐色

・暗灰色
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

209 － 17

深鉢

第５群

口径　36.6cm（残存 1/4 弱からの回転復原）

残存　23.9cm

　口頸部は僅かに外反する。胴部は膨らみ、口頸部か

ら緩やかに「Ｓ」字状に繋がるので、頸胴部の境界は

不明瞭である。口唇部は水平な面をなす。胴部最大径

はやや上半にあり、口径に対し比較的大きい。（深鉢

６類）

・外面　横方向のナデ、 口唇部に不規則な「Ｄ」字

　　　　形刻目

　内面　ナデ

・外面　 頸胴部界直下で縦方向のケズリのちナデ

　　　　および指頭圧痕

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
３

Ｍ
２

Ｍ
２

００・暗黄灰色

・明黄灰色

・灰色

外面全体と胴

部内面に黒斑。

篠原式中－新

段階

209 － 18

深鉢

第５群

残存高　13.7cm

　口頸部は短く、僅かに外反する。胴部は僅かに膨ら

み、口頸部から緩やかに「Ｓ」字状に繋がるので、頸

胴部の境界は不明瞭である。口唇部の断面形は丸い。

胴部最大径はその中位にある。（深鉢６類）

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形刻目

　内面　横方向のナデ

　外面　縦方向のナデ、頸部と胴部の境界のに指押え

　内面　横方向のナデ、頸部と胴部の境界のに指押え

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

０００・褐色

・暗褐色

・暗灰色

頸部から胴部

外面の一部に

黒斑。

篠原式新段階

209 － 19

深鉢

第５群

残存高　10.9cm

　口頸部は直立気味に上方へのび、膨らみの弱い胴部

に繋がる。頸部と胴部の境界は不明瞭である。口唇部

の断面形は丸い。胴部最大径はやや上半にある。（深

鉢６類？）

・外面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

　内面　ナデ

・外面　横方向のケズリ

　内面　ナデ

・－

やや

軟

Ｓ
２

Ｌ
１

Ｓ
３

Ⓢ
３

Ｍ
２

００・暗橙褐色

・黄褐色

・灰色

篠原式中－新

段階

210 － 20

深鉢

第５群

口径　28.0cm（頸部残存 1/8 からの回転復原）

残存高　16.2cm

　口頸部は僅かに外反し、口頸部上端では僅かに内傾

する。胴部は口頸部から明瞭に屈曲して繋がり、膨ら

む。内面の頸胴部の境界は窄まったところにある。口

唇部の断面形は丸いが、やや尖りぎみである。器表外

面、内面には粘土紐の接合痕跡が残る。胴部最大径は

その上半にあり、口径よりも大きくなる。（深鉢６類？）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ケズリ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｌ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｌ
２

００・暗褐色

・褐色

・暗灰色

口縁部内外面

の一部に黒斑。

篠原式中－新

段階

210 － 21

深鉢

第５群

口径　27.6cm（残存 1/6 からの回転復原）

残存高　8.8cm

　口頸部は長く外反する。頸部と胴部の境界は不明瞭

である。口唇部の断面は外傾する面をなす。器表外面

には高さ約 1.0cm ないし 2.0cm の粘土紐の接合痕跡が

残る。（深鉢６類？）

・外面　横方向のナデ、 口唇部に「Ｄ」字形刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 ０Ｌ
１

Ⓢ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
２

００・明褐色

・褐色

・灰色

口縁部外面、

内面の一部に

黒斑。

頸部から胴部

外面の一部に

煤または炭化

物が付着。

篠原式新段階
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

210 － 22

深鉢

第５群

口径　28.8cm（口縁残存 1/4 からの回転復原）

残存高　8.7cm

　口頸部は外上方に開き、膨らむ胴部に屈曲して繋が

る。胴部と頸部の境界は強いナデ調整によって区画し

ている。口唇部の断面形は丸く、部分的に外面に肥厚

している。口頸部外面には、高さ 2.0cm ほどの粘土紐

の接合痕跡がある。（深鉢３類）

・外面　横方向のナデ

　内面　横方向のナデ

・外面　ケズリのちナデ、頸胴部界は強いナデ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｌ
２

Ｓ
１

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｍ
２

００・暗褐色

・黒色

・褐色

篠原式古段階

210 － 23

深鉢

第５群

口径　25.6cm（残存 1/3 からの回転復原）

残存高　15.7cm

　口縁部は 2.0cm と短く、外上方に屈曲している。胴

部の膨らみはほとんど認められず、口頸部と胴部は屈

曲なく連続的に繋がる。口唇部の断面形は丸い。胴部

と頸部の境界は不明瞭である。胴部最大径はその中位

にあり、口径とほぼ同じ大きさである。（深鉢４類）

・外面　横方向のナデ

　内面　ナデ

・外面　胴部最大径よりやや上方までケズリ

　　　　のちナデ、以下縦方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｓ
１

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
４

０００・褐色

・黒色

・黒色

土器内面、外

面に煤付着。

口縁部の盛り

上がりは突起

ではない。

篠原式中－新

段階

211 － 24

深鉢

第５群

口径　28.0cm（残存 1/6 よからの回転復原）

残存高　10.0cm

　口頸部は長く緩やかに外反する。胴部は口頸部から

緩やかに屈曲している。頸胴部の境界は内面では鈍い

稜をなしている。外面では強いナデ調整によって、胴

部が少し盛りあがっている。口唇部は水平な面をなす。

器表内面に高さ1.1cmの粘土紐の接合痕跡がある。（深

鉢６類）

・外面　ナデ、 口唇部に「Ｄ」字形の刻目

　内面　ナデ

・外面　境界付近は横方向のナデ、

　　　   以下横方向のケズリ

　内面　ナデ

・－　

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｌ
２

００・暗黄灰色

・暗灰色

・灰色

口縁部外面の

一部に黒斑。

胴部内面の一

部に炭化物付

着。

篠原式中－新

段階

211 － 25

深鉢

第５群

口径　42.0cm（胴部残存 1/11 からの回転復原）

残存高　8.4cm

　口縁部は胴部へ屈曲なく連続的に繋がり、砲弾形を

呈している。口唇部は水平な面をなす。器表外面には

高さ約 3.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（深鉢８類）

・外面　ナデ、 口唇部に刻目

　内面　横方向のナデ、 口唇部の一部に指頭圧痕

・外面　横方向のケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ
３

Ｓ-

Ｌ
３

Ｍ
２

Ｍ
１

０・暗褐色

・明褐色

・灰色

篠原式中－新

段階

211 － 26

深鉢

第５群

残存高　5.1cm

　口頸部は直線的に外上方へのびる。口唇部の断面形

は丸い。

・外面　巻貝条痕（？）

　内面　ナデ

・－

・－

良好 Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ
３

Ⓢ
２

０００・暗褐色

・黒色

・淡灰色

滋賀里式Ⅱ期
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

211 － 27

浅鉢

第５群

口径　24.2cm（残存 1/9 からの回転復原）

残存高　3.5cm

　口頸部は短く、外上方に直線的にのびる。口唇部の

断面は水平な面をなし、内外面に肥厚する。胴部は膨

らむ。頸部と胴部の境界は屈曲したところにあり、内

面で稜をなす。（浅鉢Ｃ３類）

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

　内面　ナデ

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

　内面　横方向の二枚貝条痕のちナデ

・－

良好 Ｓ
２

Ｍ
２

Ｓ
１

Ｓ
２

０００・暗灰褐色

・暗灰褐色

・暗灰褐色

第２群 196 －

17 と同一個

体？

篠原式新段階

211 － 28

浅鉢

第５群

口径　37.2cm（残存 1/6 からの回転復原）

残存高　6.7cm

　口頸部は短く、外上方にのびる。口唇部の断面形は

丸い。肩部は胴部上半で形成され、比較的明瞭な綾を

成す。胴部と頸部の境界は屈曲したところにある。肩

部径は口径よりも僅かに大きい。（浅鉢Ｃ類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ナデ

　内面　指頭による押圧のちナデ

・－

良好 Ｌ
２

Ｍ-

Ⓛ
２

０Ⓢ
３

Ｍ
１

００・暗褐色

・黄灰色

・暗灰色

胴部外面と口

頸部から胴部

の一部に黒斑。

口頸部から胴

部外面に煤付

着。

篠原式中－新

段階

212 － 29

壼

第５群

口径　7.2cm（完形）

高さ　10.5cm

　口頸部は短く、外反して開いている。口唇部の断面

形は丸いが、やや尖りぎみである。胴部と頸部の境界

は屈曲した所にあり、その境界はナデで区画されてい

る。底部は底面が比較的大きい丸底で、胴部に緩やか

に内彎して繋がる。胴部最大径はその中位にあり、胴

部最大径は口径に対して大きい。

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ⓛ
３

Ｍ-

Ⓛ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ-

Ｌ
２

０００・赤褐色

・淡褐色

・－

胴部外面の一

部に黒斑。

頸部外面の一

部黒漆とみら

れるものが付

着。

胴部内面に赤

色顔料が付着。

大洞Ｃ１式

212 － 30

深鉢？

第５群

残存高　2.9cm

　胴部は内彎する。

・－

・外面　ナデ。３条の沈線が巡り、最下段の沈線は

　　　　弧状になっている。また沈線の周囲に等間隔

　　　　で刺突文が列をなして配される。

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
３

０Ⓢ
３

０００・暗褐色

・暗灰褐色

・灰褐色

異系統土器

212 － 31

深鉢？

第５群

残存高　3.5cm

　口頸部は僅かに内彎する。口唇部は外面に粘土紐を

付加し、肥厚する。口唇部上端は外傾する面をなして

いる。

・外面　ナデ。２条の平行する沈線、

　　　  口唇部の肥厚部分に「Ｏ」字形の刻目

　内面　ナデ

・外面　縄文 LR

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｓ-

Ｍ
３

Ｓ
３

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ-

Ｍ
３

００・暗褐色

・暗褐色

・黒灰色

異系統土器
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図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

212 － 32

深鉢？

第５群

残存高　4.8cm

　胴部は直線的にのびる。

・－

・外面　縄文 RL

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ
１

Ｓ-

Ｍ
２

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ
２

００・暗褐色

・淡赤褐色

・黄灰色

212 － 33

深鉢

第５群

残存高　3.7cm

　胴部は直線的にのびる。

・－

・外面　ナデ。２条の交差する細い沈線

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ-

Ⓛ
３

Ｍ-

Ⓛ
３

Ⓢ
２

Ⓢ
３

０００・暗黄灰色

・暗灰色

・灰色

篠原式新段

階？

212 － 34

深鉢

第５群

残存高 4.4cm

　口頸部は直線的にのびる。残存部の下方には直径約

8.0mm の補修孔がある。口唇部の断面形は丸いが、や

や尖りぎみである。

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・－

・－

やや

軟

Ｍ
１

Ⓛ
３

Ｓ
３

Ｓ-

Ｍ
２

Ｌ
２

００・赤褐色

・暗褐色

・灰白色

212 － 35

底部

第５群

底部径　－ cm

残存高　3.5cm

　底面は欠損し不明である。器表外面には粘土紐の接

合痕跡が残る。

・－

・－

・外面　上半は縦方向のケズリ、下半はナデ

　内面　ナデ

良好 Ｍ
１

Ｍ-

Ⓛ
３

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｓ
２

Ｍ
２

００・赤褐色

・淡褐色

・黒色

底面外面に黒

斑。篠原式？

212 － 36

底部

第５群

底部径　3.6cm( 底部完存 )

残存高　3.5cm

　底部の側面は内彎し、底面はごく僅かに窪む。（底

部Ａ１類）

・－

・－

・外面　側面はナデ、底面はケズリ

　内面　ナデ

良好 Ｌ
２

Ｌ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
２

Ｌ
２

００・黄褐色

・灰褐色

・暗灰色

外面および内

面の一部に黒

斑

篠原式中－新

段階

212 － 37

底部

第５群

底部径　3.8cm( 底面完存 )

残存高　4.4cm

　底部の側面は内彎し、底面は僅かに窪む。底部の側

面と底面の境界は不明瞭である。器表外面には高さ約

1.0cm の粘土紐の接合痕跡が残る。（底部Ａ１類）

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良 Ⓢ
２

Ｓ-

Ｍ
２

Ⓢ
２

Ⓢ
２

Ｓ
３

Ｍ
１

０・淡白褐色

・灰白色

・灰白色

外面は比熱で

変色している

箇所がある。

篠原式古－中

段階

212 － 38

底部

第５群

底部径　－ (底部残存 1/2 からの回転復原 )

残存高　3.2cm

　底部から胴部は緩やかに屈曲なく繋がっている。底

面は欠損しているものの、底面の幅は狭くなり、尖底

もしくは丸底になるようである。（底部Ｃ１類）

・－

・－

・外面　ケズリ、底部のみナデ

　内面　ナデ

良 ０Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
２

Ｓ
２

Ｍ
１

００・明橙色

・暗褐色

・暗褐色

底部内面に煤

付着。

篠原式新段階



－ 366 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

215 －１

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　5.0cm

　口頸部は直線的にのびる。口唇部はナデにより僅か

に内傾する面をなす。

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・－

・－

良好 Ｍ
２

Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ
２

０００・暗褐色

・暗灰色

・灰褐色

篠原式？ 

215 －２

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　5.3cm

　口頸部は外に開く。口唇部は外面に僅かに肥厚し、

その断面形は丸い。器表外面には高さ約 1.0 ～ 1.5cm

の粘土紐の接合痕跡が残る。

・外面　ナデ、頸部外面の一部に指押さえ

　　　　指頭による押圧のちナデ

　内面　二枚貝条痕

・－

・－

良好 Ｍ
２

Ｓ-
Ｍ
１

Ｓ
３

Ⓢ-

Ｓ
１

０００・明褐色

・明褐色

・灰褐色

篠原式？

215 －３

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　8.1cm

　口縁部は屈曲なく連続的に胴部に繋がり、砲弾形を

呈す。口唇部はごく僅かに外傾する面をなす。（深鉢

８類）

・外面　横方向の二枚貝条痕のちナデ、口唇部に

　　　　棒状工具を斜めに押し当てて施文した刻目

　内面　横方向のナデ

・外面　ケズリ

　内面　横方向のナデ

・－

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ-

Ⓛ
２

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ
２

００・淡灰褐色

・淡灰色

・灰色

篠原式中－新

段階

215 －４

浅鉢

第３遺構

面直上

残存高　5.7cm

　胴部は張りを持ち、肩部をなす。胴部と頸部の境界

は屈曲した所にある。口頸部は直線的にやや内上方へ

のびる。

・外面　ナデ、２条の平行する沈線

　内面　ナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ｌ
２

Ⓢ-

Ｓ
３

Ｓ
２

０００・黄灰色

・黄灰色

・暗灰色

滋賀里Ⅰ式～

Ⅱ式

215 －５

浅鉢

第３遺構

面直上

口径　39.8cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　4.6cm

　口頸部は短く外上方にのびる。 口唇部は外傾する

面を成し、その上に方形の比較的長い突起を持つ。突

起の断面形は丸い。頸部外面は肥厚し、内面では板状

工具を押し引くことで小さな段を形成し、明瞭に頸胴

部を区画している。胴部と頸部の境界は屈曲したとこ

ろにある。胴部は屈曲して肩部をなす。（浅鉢Ｃ２類）

・外面　横方向のミガキ（原体幅 2.0 ～ 3.0mm）

　内面　ミガキ、ナデ（原体幅 2.0mm）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・－　

良好 Ｍ
３

Ｍ
３

０Ⓢ
２

０００・暗褐色

・暗褐色

・黒色

篠原式中段階



－ 367 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

215 －６

浅鉢

第３遺構

面直上

口径　38.0cm（残存 1/6 からの回転復原）

残存高　8.7cm

　口頸部は僅か外反する。口縁部には半円状の突起が

１箇所あり、内面に玉縁状肥厚する。口唇部の断面形

は丸いが、やや尖りぎみである。胴部は膨らみ、その

中位で緩やかに屈曲して肩部をなす。胴部と頸部の境

界は屈曲したところにあり、その内面に稜をなす。肩

部径は口径とほぼ同じ大きさになる。（浅鉢Ｃ３類）（突

起①類）

・外面　横方向のミガキ（原体幅 2.0mm）、

　　　　突起部はナデ

　内面　ミガキ（原体幅 2.0mm）

・外面　横方向のミガキ（原体幅 2.0mm）、

　　　  胴部下半では細い沈線１条と右上方向の細い

        沈線３条ないし４条を交差させて、文様帯と

        している。

　内面　 頸胴部の境界付近ではケズリ、以下ナデ　

・－

良好 Ｍ
３

Ｍ
２

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ｍ
１

００・暗黄灰色

・暗黄灰色

・灰色

篠原式新段階

215 －７

浅鉢

第３遺構

面直上

口径　14.0cm（残存 1/7 からの回転復原）

残存高　6.5cm

　口頸部は僅かに内彎し、胴部に繋がる。口唇部の断

面形は丸い。口唇部内面に一箇所くぼみがある。胴部

と頸部の境界は不明瞭である。器表外面、内面には粘

土紐の接合痕跡が残る。（浅鉢Ｈ類）

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・外面　ナデ、胴部上方に指押さえ

　内面　ナデ、胴部上方に指押さえ

・－

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ
２

Ｍ
３

Ⓢ
２

Ｍ
２

００・暗褐色

・暗黄褐色

・暗灰色

胴部内外面に

黒斑。

篠原式中－新

段階

215 －８

浅鉢

第３遺構

面直上

口径　19.2cm（残存 1/8 からの回転復原）

残存高　6.2cm

　短い口頸部は直線的に外上方に開く。胴部と頸部の

境界は明瞭に窄まったところにある。肩部は胴部上半

の緩やかに屈曲した所にある。口唇部は内面に肥厚し、

断面形は丸い。肩部径は口径よりも大きくなる。（浅

鉢Ｃ３類）

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

　内面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

・外面　ミガキ（原体幅 1.5 ～ 2.0mm）

　内面　頸部から肩部にかけてケズリ、以下ナデ

・－

良好 Ｓ
１

０Ⓢ-

Ｓ
３

Ⓢ
３

Ｓ
２

００・黒褐色

・黒褐色

・灰色

篠原式新段階

216 －９

底部

第３遺構

面直上

底部径　4.6cm( 底部残存 1/3 からの回転復原 )

残存高　6.6cm

　底部は下方に大きく突出する。底面は凹底ないし平

底になるようである。胴部は底部から屈曲なく緩やか

に連続して繋がる (底部Ａ３類）。

・－

・－

・外面　二枚貝条痕のちナデ、底面はナデ

　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
３

Ｍ-

Ｌ
３

Ｓ
３

Ⓢ
２

０Ｍ
１

０・赤褐色

・褐色

・褐色

篠原式古－中

段階

216 － 10

底部

第３遺構

面直上

底部径　6.0cm（残存 1/7 からの回転復原）

残存高　2.2cm

　底部は下方に突出する形態とみられる。底面は平底

ないし凹底になるようである。

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 Ｓ-

Ｍ
２

Ｍ
３

Ｓ
３

Ⓢ
３

０００・明黄灰色

・淡褐色

・灰色

篠原式古－中

段階



－ 368 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

216 － 11

底部

第３遺構

面直上

底部径　4.9cm（ほぼ完存）

残存高　3.9cm

　底面は明確に窪む。器表外面には粘土紐の接合痕跡

が残る。（底部Ａ２類）

・－

・－

・外面　縦方向のケズリ、底面付近はナデおよび指　

　　　押さえ

　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ-

Ⓛ
３

Ⓢ
２

Ⓢ
２

Ｍ-

Ｌ
３

００・明褐色

・黒色

・灰色

篠原式古－中

段階

216 － 12

底部

第３遺構

面直上

底部径　7.6cm（残存 1/3 からの回転復原）

残存高　2.2cm

　底面は比較的大きい平底になる。（底部Ｂ２類）

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ケズリ

良好 Ｓ-
Ｍ
３

Ｓ
２

Ⓢ
２

Ⓢ
１

Ｓ
２

００・明灰色

・淡灰色

・暗灰色

全体的に摩滅

が激しい。

篠原式中－新

段階

216 － 13

底部

第３遺構

面直上

底部径　5.8cm( 底部残存 2/3 からの回転復原 )

残存高　1.7cm

　底部は下方にごく僅かに突出する。底面は比較的大

きく、僅かに窪む。（底部Ａ１類）

・－

・－

・外面　ナデまたは貝殻条痕

　内面　ナデ

やや

軟

Ｍ
３

Ｍ
３

Ⓢ
２

Ⓢ
２

Ｍ
３

００・明褐色

・暗褐色

・暗灰色

篠原式古－中

段階

216 － 14

底部

第３遺構

面直上

底部径　3.7cm

残存高　1.4cm

　底部は直線的に外上方にのびる。底面中央はナデに

より平滑で、その周辺は指頭による押圧で僅かに窪ん

でいる。底面全体では、幅の広い平底になっている。（底

部Ｂ２類）

・－

・－

・外面　ナデ、底面は指頭による押圧およびナデ

　内面　ナデ　

良好 Ｍ
２

Ｍ
２

Ｓ
２

Ⓢ-

Ｓ
２

Ｍ
３

００・暗黄灰色

・明黄褐色

・灰色

篠原式中段階

216 － 15

底部

第３遺構

面直上

底部径　3.2cm( 底部残存 1/2 からの回転復原 )

残存高　2.8cm

　底面は平らである。（底部Ｂ１類）

・－

・－

・外面　指頭による押圧のち縦方向のケズリ

　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ
２

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ
２

Ｍ
１

０・暗橙褐色

・暗灰褐色

・淡灰色

篠原式中－新

段階

216 － 16

底部

第３遺構

面直上

底部径　3.4cm( 底部残存 1/3 からの回転復原 )

残存高　2.9cm

　底部は屈曲なく緩やかに外上方に繋がる。底面は平

らである。（底部Ｂ２類）

・－

・－

・外面　ナデ

　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ
２

Ｓ
１

Ｓ
２

０００・白褐色

・淡灰色

・暗灰色

篠原式中段

階？



－ 369 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

216 － 17

底部

第３遺構

面直上

底部径　－ cm（残存 1/3 より回転復原）

残存高　1.9cm

　底部の側面は大きく開く。底面は欠損し不明である。

・－

・－

・外面　縦方向のケズリおよびナデ

　内面　ナデ

良好 Ｍ-

Ｌ
２

Ｍ
１

Ｓ
３

Ⓢ
１

Ｍ
３

００・黄褐色

・暗褐色

・淡灰褐色

篠原式？

216 － 18

底部

第３遺構

面直上

底部径　－ cm( 底部残存 1/2 からの回転復原 )

残存高　3.0cm

　底部は尖る。（底部Ｃ２類）

・－

・－

・外面　指頭による押圧のちナデ

　内面　不明

良好 Ｍ-
Ｌ
３

Ｍ
３

Ｓ
３

Ⓢ
２

Ｍ
２

Ｍ
１

０・明褐色

・明褐色

・赤褐色

底部内面摩滅。

篠原式新段階

216 － 19

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　4.5cm

　胴部は僅かに膨らむ。頸部は胴部より緩やかに屈曲

し、直線的にのびるとみられる。

・－

・外面　ナデおよび縄文 LR。頸部との境界付近に刺突

　　　　沈線１条、以下４条の沈線文様帯。

　　　　上端の沈線は「実線」に近く、この下の沈線

　　　　は長さ 2.5cm 毎に 5.0mm ほどの間隔を開けて

　　　　「破線」のように引かれている。これを繰り

　　　　返すとみられる。　

　内面　条痕

・－

良好 Ｍ
１

０Ｓ
１

Ⓢ
１

Ｍ
１

０Ｍ
１

・淡灰褐色

・暗褐色

・暗灰色

216 － 21 と同

一個体？

内面の条痕は

繊維擦痕の可

能性あり。

中屋式？

216 － 20

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　4.4cm

　胴部は直線的にのびる。口頸部は直線的に外上方に

のびる。

・外面　２条の平行する凹線、

　　　　その間に右斜め下方向の刻目

　内面　ナデ

・外面　ナデ

　内面　ナデ

・－

良好 ０Ｍ
３

０Ⓢ
１

Ｍ
３

００・暗褐色

・灰褐色

・灰褐色

216 － 21

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　3.0cm

　胴部は直線的にのびる。

・－

・外面　縄文 LR、２条の平行する沈線

　内面　条痕？

・－

良好 ００Ⓢ
１

Ⓢ
１

Ｍ
２

００・淡褐色

・灰褐色

・暗褐色

216 － 19 と同

一個体？

内面の条痕は

繊維擦痕の可

能性あり。

中屋式？

216 － 22

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　3.5cm

　口頸部は僅かに外反している。口縁部上端から１cm

ほど下に、小さな突帯を貼り付けている。口唇部の断

面形は丸い。

・外面　ナデ、突帯に断面「Ｖ」字形の刻目

　内面　ナデ

・－

・－　

やや

軟

Ｌ
３

Ⓛ
２

Ⓢ
１

Ⓢ
１

Ｌ
３

００・暗褐色

・褐色

・灰褐色



－ 370 －

図－遺物

　　番号

器種

出土場所

　　　　　　　　　　　　・口頸部

　　形態と、調整・施文　・胴部

　　　　　　　　　　　　・底部

焼成

胎土
　　・外面

色調・内面

　　・断面

備　考
長
石

石
英

角
閃
石

雲
母

チ
ャ
ー
ト

赤
色
斑
粒

そ
の
他

216 － 23

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　10.9cm

　口頸部は胴部より僅かに外反する。口唇部の断面形

は丸い。胴部と頸部は連続的に外上方に繋がり、その

境界は不明瞭である。

・外面　巻貝条痕、

　　　　３条１単位の平行する「レ」字状のスジ凹線

　内面　巻貝条痕のちナデ、口縁部上端に水平な沈線

　　　　１条が巡るとみられる

・外面　巻貝条痕のちナデ

　内面　指頭による押圧のち巻貝条痕のちナデ、

　　　　胴部下半はナデ

・－

良好 ０Ｓ-

Ｌ
３

０Ⓢ
３

０００・暗黄褐色

・暗黄褐色

・暗黄褐色

宮滝式新段階

216 － 24

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　2.9cm

　残存部は波状口縁の波長部に当たり、内彎している。

・外面　ナデ、粘土塊を貼り付けた後縦位の巻貝押引

　　　　文、その両側で波長部に沿って１条の凹線が

　　　　施される。ただし右側は摩滅により明瞭で

　　　　ないが、凹線が２条引かれていた可能性が

　　　　ある。

　内面　ナデ

・－

・－

良好 ０Ｍ-

Ｌ
３

０Ⓢ
３

０００・暗黄褐色

・暗黄褐色

・暗黄褐色

宮滝式

217 － 25

深鉢

第３遺構

面直上

残存高　14.9cm

　胴部は僅かに膨らむ。胴部には３条１単位の凹線文

が２単位ある。下方の凹線文までは緩やかに内彎し、

その後上方の凹線文までは直線的に外上方にのびて繋

がっている。

・－

・外面　ナデ、３条 1単位の凹線文に粘土貼巻貝扇状

　　　　圧痕が配される。

　内面　ナデ

・－　

良好 ０Ｍ
２

０Ｓ
３

０００・黒褐色、

胴部以下暗

黄褐色

・黒褐色

・黒褐色

宮滝式

217 － 26

小型土器

第３遺構

面直上

口径　6.3cm（口縁残存 1/5 からの回転復原）

残存高　2.1cm

　胴部は膨らみ、小さな椀状になる。 口唇部は指頭

による押圧で凹凸があるが、面をなしている。

・外面　ナデ

　内面　指押え

・外面　指押え

　内面　指押え

・－

良好 Ｌ
３

Ｍ
２

Ｓ
２

Ⓢ
１

０００・黄褐色

・黄灰色

・灰褐色

器壁の厚みに

ばらつきあり。
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別表３　出土石器　計測表

※長さ・幅の項の括弧内の数値は、残存最大寸法である。

図－
番号

地区・遺構名等 器種 石材
長さ 
(mm)

幅 
(mm)

厚み
(mm)

重量(g) 遺存状態 備考　

Ａ西１区

074-12 溝１ 勾玉 19.61 9.69 5.16 1.4 完形

078-06 下層トレンチ１土坑２ 削器 サヌカイト 53.54 54.59 8.79 22.9

078-07 下層トレンチ１土坑２ 削器 サヌカイト 54.55 41.84 10.17 24.2 完形

078-08 下層トレンチ１土坑２ 磨石・敲石 流紋岩 (71.67) (42.42) (25.97) 79.6 一部残存 赤色顔料付着

078-09 下層トレンチ１土坑２ 扁平石器 紅簾石片岩 81.63 52.81 3.34 20.1 完形

083-29 下層トレンチ１ 石鏃 サヌカイト (21.53) 16.76 3.15 1.0 一部欠損

083-30 下層トレンチ１ 石鏃 サヌカイト (19.95) 18.09 3.62 1.0 一部欠損

083-31 下層トレンチ１ 石鏃未製品 サヌカイト 31.28 22.87 4.73 2.2 完形 長脚鏃の未成品?

083-32 下層トレンチ１ 剥片石器（石
匙）

サヌカイト 57.52 68.98 7.14 31.7 完形

083-33 下層トレンチ１ 磨製石斧 硬質砂岩 80.85 48.36 29.53 164.3 一部欠損

083-34 下層トレンチ１ 石皿・台石 流紋岩 (175.0) 181.0 (85.0) 3572.5 完形

Ａ西２区

093-32 下層トレンチ２－１区 削器 サヌカイト (49.78) 66.63 14.63 35.6 ほぼ完形

093-33 下層トレンチ２－１区 砥石？ (43.16) (47.17) 18.32 39.7 一部欠損

093-34 下層トレンチ２－１区 扁平石器 雲母片岩 (135.65) (48.60) 22.57 171.3 ほぼ完形

093-35 下層トレンチ２－１区 打製石斧か？ 黒色片岩 42.98 (50.28) 4.06 17.9 一部残存

093-36 下層トレンチ２－１区 石鏃 サヌカイト 24.06 19.59 3.64 1.2 完形

094-02 下層トレンチ２－２区 石冠 花崗岩 79.34 74.65 61.28 361.5 完形

094-03 下層トレンチ２－２区 打製石斧 緑泥片岩 176 58.32 15.79 267 完形

103-43 下層トレンチ２－２区 石鏃 サヌカイト 18.72 18.93 3.34 0.8 完形

103-44 下層トレンチ２－２区 石鏃 サヌカイト 36.86 23.86 4.54 2.6 完形 長脚鏃の未成品?

103-45 下層トレンチ２－２区 石鏃 サヌカイト 24.5 15.7 2.88 0.9 完形

103-46 下層トレンチ２－２区 石鏃 サヌカイト 27.84 20.8 4.22 1.8 完形

103-47 下層トレンチ２－２区 打製石斧未製
品

片麻岩 (171.5) (89.15) 25.78 504.0 ほぼ完形

103-48 下層トレンチ２－２区 磨製石斧 ( 磨
石・敲石転用 )

斑れい岩 (79.97) 50.41 35.15 219.9 一部欠損

103-49 下層トレンチ２－２区 磨石・敲石 砂岩 (65.16) 78.47 (37.40) 253.2 一部欠損 煤付着

103-50 下層トレンチ２－２区 敲石 サヌカイト 85.92 72.26 53.93 436.0 完形

103-51 下層トレンチ２－２区 磨石・敲石 斑れい岩 83.86 55.59 (35.89) 227.8 一部欠損

104-52 下層トレンチ２－２区 磨石・敲石 砂岩 (56.35) 
(61.59)

92.35  
93.68

63.10  
63.91

435.0 
526.0

完形 破断面の両方に
敲打痕

104-53 下層トレンチ２－２区 磨石・敲石 安山岩？ 123.67 84.21 38.58 669.0 完形

104-54 下層トレンチ２－２区 磨石・敲石 砂岩 (70.47) 109.34 63.42 617.0 一部欠損

105-55 下層トレンチ２－２区 磨石・敲石 緑泥片岩 98.75 81.13 26.36 319.5 完形

105-56 下層トレンチ２－２区 石皿・台石 花崗岩 183.5 133.5 77.5 2657.4 一部欠損

105-57 下層トレンチ２－２区 磨製石斧（打
欠石錘？）

安山岩 (64.26) (44.3) 18.84 76.0 一部欠損

105-58 第 2 － 1 次３トレンチ 磨製石斧 玄武岩 (100.45) 45.60 31.57 264.5 一部欠損

106-59 下層トレンチ２－２区 磨製石斧 閃緑岩 (76.98) 72.53 42.12 389.0 一部欠損

106-60 下層トレンチ２－２区 砥石 軽石 74.98 41.44 24.56 17.6 ほぼ完形

106-61 下層トレンチ２－２区 石皿・台石 流紋岩 (104.39) (79.43) 18.58 286.8 一部欠損

106-62 下層トレンチ２－２区 石皿・台石 砂岩 (94.83) (80.87) 16.41 143.1 一部欠損

106-63 下層トレンチ２－２区 扁平石器 白色片岩 161.0 57.13 65.9 88.4 一部欠損

106-64 下層トレンチ２－２区 扁平石器？ 砂質片岩 156.5 71.23 18.51 300.0 一部欠損

107-65 下層トレンチ２－２区 石核 サヌカイト 57.89 62.73 33.67 134.2 完形

107-66 下層トレンチ２－２区 石核 サヌカイト 212 139.50 41.5 1243.0 完形

108-67 下層トレンチ２－２区 石皿・台石 珪質頁岩 323.5 214.00 45.5 4100.0 ほぼ完形

111-15 下層トレンチ２－３区 削器 サヌカイト 59.82 101.75 13.44 62.1 完形

111-16 下層トレンチ２－３区 磨石・敲石 砂岩 (61.64) (56.31) (66.84) 303.5 一部欠損 煤付着

111-17 下層トレンチ２－３区 有溝砥石 158.0 59.60 35.78 381.5 完形 93-33 と同じ石
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図－
番号

地区・遺構名等 器種 石材
長さ 
(mm)

幅 
(mm)

厚み
(mm)

重量(g) 遺存状態 備考　

Ａ東２区

129-03 1 号墓墳丘上 石包丁 流紋岩 (47.85) (79.98) 9.25 45.1 一部欠損

Ｂ区

164-05 第 4-1 次 10 トレンチ 石包丁 流紋岩 (74.95) 52.33 7.58 31.7 一部欠損 穿孔幅 0.7

Ｂ地区

164-06 Ｂ北区 石包丁 塩基性片岩 (52.83) (38.64) 7.94 19.1 一部残存

164-07 Ｂ南区 石包丁 砂質ホルン
フェルス

54.58 (50.75) 5.45 24.7 一部残存

164-08 第 4-1 次 10 トレンチ
流路

石釧 緑色凝灰岩 (23.25) 15.33 8.92 3.6 一部残存 櫛式

190-58 第３遺構面第１群 石鏃 サヌカイト (20.94) 18.29 3.25 1.0 ほぼ完形

190-59 第３遺構面第１群 石鏃 サヌカイト 24.68 19.77 4.52 1.6 完形 未成品

190-60 第３遺構面第１群 石鏃 サヌカイト 26.76 19.42 3.57 1.3 完形

190-61 第３遺構面第１群 削器 サヌカイト 57.5 83.15 10.22 39 完形

190-62 第３遺構面第１群 削器 サヌカイト 52.87 76.8 15.85 47.8 完形

190-63 第３遺構面第１群 削器 サヌカイト 48.57 87.11 9.73 30.5 完形

190-64 第３遺構面第１群 削器 サヌカイト 43.11 55.54 6.38 11.7 完形

191-65 第３遺構面第１群 打製石斧 緑簾石片岩 105.73 54.21 14.72 123.0 一部欠損

191-66 第３遺構面第１群 打製石斧 白雲母片岩 88.06 65.02 18.95 157.5 一部欠損

191-67 第３遺構面第１群 敲石 サヌカイト 43.88 47.39 39.82 111.2 完形 槌石？

191-68 第３遺構面第１群 磨石・敲石 砂岩 76.02 49.26 54.26 273.3 一部残存

191-69 第３遺構面第１群 磨石・敲石（凹
石）

柘榴石 73.82 57.6 58.37 297.6 一部残存 煤付着

191-70 第３遺構面第１群 打製石斧 安山岩 145.75 53.84 19.68 165.8 完形？ 横刃形石器？

191-71 第３遺構面第１群 磨製石斧 粘板岩ホル
ンフェルス

71.9 36.14 15.78 60.5 完形

192-72 第３遺構面第１群 石皿・台石 珪質頁岩 325.0 135.0 5.50 3369.0 一部欠損

197-27 第３遺構面第２群 石鏃 サヌカイト (28.57) 18.25 3.85 1.4 ほぼ完形

197-28 第３遺構面第２群 石鏃 サヌカイト 27.64 (15.23) 2.86 0.7 一部欠損

197-29 第３遺構面第２群 削器 サヌカイト 41.1 64.01 9.87 20.4 完形

198-30 第３遺構面第２群 打製石斧 緑泥片岩 87.83 39.88 14.34 70.2 一部欠損

198-31 第３遺構面第２群 打製石斧 砂質ホルン
フェルス

120.1 57.12 12.86 135.2 完形

198-32 第３遺構面第２群 打製石斧 絹雲母片岩 183.5 60.54 19.36 285.5 ほぼ完形

198-33 第３遺構面第２群 打製石斧 緑色片岩 (180.5) 74.25 25.21 501.0 ほぼ完形

198-34 第３遺構面第２群 磨製石斧 ( 磨
石･敲石転用)

花崗岩 70.2 51.08 38.31 159.4 一部欠損 赤色顔料付着

198-35 第３遺構面第２群 磨石・敲石 砂岩 (75.38) 55.48 (39.83) 204.5 一部欠損 煤付着　石皿？

199-36 第３遺構面第２群 磨石・敲石 泥質ホルン
フェルス

92.24 92.21 71.42 1096.0 完形

199-37 第３遺構面第２群 石核 サヌカイト 64.28 82.64 35.36 197.0 完形

201-09 第３遺構面第３群 石鏃 サヌカイト 20.17 16.32 3.11 1.0 完形

201-10 第３遺構面第３群 打製石斧 頁岩 120.26 46.83 16.42 131.7 完形 局部磨斧？

204-13 第３遺構面第４群 石鏃 サヌカイト (16.18) 17.46 2.96 0.7 一部欠損

204-14 第３遺構面第４群 石鏃 サヌカイト 31.74 18.18 3.34 1.6 完形

204-15 第３遺構面第４群 楔形石器 サヌカイト 33.28 28.22 11.26 10.5 完形

204-16 第３遺構面第４群 敲石 玄武岩 67.70 61.45 47.69 275.8 一部欠損 槌石？

204-17 第３遺構面第４群 砥石？ 塩基性片岩 51.01 12.51 5.45 4.8 一部欠損

204-18 第３遺構面第４群 剥片 白雲母片岩 (33.42) (18.01) 2.63 2.1 一部欠損

212-39 第３遺構面第５群 石鏃 サヌカイト 25.24 12.43 4.34 1.1 ほぼ完形

212-40 第３遺構面第５群 石鏃 サヌカイト (27.86) 20.08 3.82 1.4 完形 未成品

212-41 第３遺構面第５群 石鏃 サヌカイト (16.34) 21.33 3.97 1.2 一部残存 未製品

212-42 第３遺構面第５群 打製石斧 珪質片岩 159.5 63.79 23.74 320.5 完形 未製品

213-43 第３遺構面第５群 敲石 泥質ホルン
フェルス

72.15 47.58 79.56 216.9 完形 赤色顔料付着

213-44 第３遺構面第５群 敲石 頁岩 56.39 52.02 49.4 181.8 完形 赤色顔料付着

213-45 第３遺構面第５群 磨製石斧（磨
石・敲石転用）

砂岩 (92.76) 63.55 41.57 406.0 一部欠損
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図－
番号

地区・遺構名等 器種 石材
長さ 
(mm)

幅 
(mm)

厚み
(mm)

重量(g) 遺存状態 備考　

Ｂ地区

213-46 第３遺構面第５群 磨石・敲石 砂岩 125.21 77.79 62.18 985.0 完形

214-47 第３遺構面第５群 敲石 砂岩 (84.83) 71.01 60.51 496.5 ほぼ完形

214-48 第３遺構面第５群 磨石・敲石 頁岩 (89.40) (90.21) (50.20) 314.4 一部残存 ほぼ全面に煤付
着　

214-49 第３遺構面第５群 磨製石斧 砂岩 (89.55) 44.46 36.14 228.6 一部欠損

214-50 第３遺構面第５群 砥石 流紋岩 77.85 67.99 14.83 87.2 完形

214-51 第３遺構面第５群 扁平石器 白雲母片岩 108.76 44.3 5.81 51.1 一部欠損

214-52 第３遺構面第５群 扁平石器 白雲母片岩 136.64 69.77 7.11 105.3 一部欠損

217-31 北半第３遺構面直上 勾玉 クロム雲
母？

17.82 12.29 4.58 1.4 完形

218-32 北半第３遺構面直上 石鏃 サヌカイト 27.73 16.16 3.96 1.3 完形 未成品

218-33 北半第３遺構面直上 石鏃 サヌカイト (22.71) 22.86 3.96 1.7 完形

218-34 南半第３遺構面直上 石鏃 サヌカイト 33.44 23.13 6.02 2.9 完形

218-35 北半第３遺構面直上 石錐 サヌカイト 43.81 22.85 9.17 6.9 完形

218-36 北半第３遺構面直上 楔形石器 サヌカイト 34.77 28.79 8.98 9.1 完形

218-37 北半第３遺構面直上 楔形石器 サヌカイト 42.4 27.48 7.34 8.3 完形

218-38 北半第３遺構面直上 楔形石器 サヌカイト 37.15 30.84 12.52 20.3 完形

218-39 北半第３遺構面直上 打製石斧 緑泥片岩 126.95 48.22 10.29 107.7 完形

218-40 南半第３遺構面直上 磨石・敲石 砂岩 68.18 64.16 45.13 278.2 ほぼ完形

218-41 南半第３遺構面直上 磨石・敲石 砂岩 (78.71) 106.03 65.39 791.0 一部欠損

219-42 北半第３遺構面直上 敲石 砂岩 52.12 50.58 42.9 166.0 一部欠損 槌石？

219-43 北半第３遺構面直上 磨石・敲石 流紋岩 (68.94) 76.08 48.57 222.9 一部欠損 赤色顔料付着

219-44 北半第３遺構面直上 磨石・敲石 安山岩 85.68 69.94 (50.72) 390 一部残存 赤色顔料付着

219-45 北半第３遺構面直上 磨石・敲石 砂岩 124.25 60.46 50.49 500 完形

219-46 北半第３遺構面直上 凹石 絹雲母片岩 137.56 77.49 43.08 512.5 完形

220-47 北半第３遺構面直上 凹石 絹雲母片岩 142.82 91.58 44.46 619 完形

220-48 北半第３遺構面直上 磨製石斧 花崗岩 (72.46) (41.29) 14.63 56.5 一部欠損

220-49 北半第３遺構面直上 石刀 泥質片岩 229.0 26.12 18.84 194.7 一部欠損 煤付着 ?

220-50 第３遺構面直上 石剣 砂質ホルン
フェルス

(139.3) 30.12 22.34 100.5 一部欠損

220-51 北半第３遺構面直上 石刀 珪質頁岩 (83.61) 27.0 15.77 54.5 一部残存

220-52 南半第３遺構面直上 扁平石器？ 白雲母片岩 (73.36) 29.46 5.19 17.6 一部残存

220-53 北半第３遺構面直上 扁平石器 絹雲母片岩 (95.35) 25.43 6.84 22.3 一部残存

221-54 第３遺構面直上 石核 サヌカイト 80.07 84.02 63.74 547.8 完形

221-55 南半第３遺構面直上 石皿・台石 頁岩 (76.23) (55.36) (48.8) 186.8 一部残存 煤付着
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別表４　木製品・木片等　一覧表

１．木製品等については、護岸材として用いられた加工木が圧倒的多数を占めているので、その計測値等を一  

　覧するに際して、「護岸材一覧表」（別表４－１）と護岸材以外の木製品・木片一覧表（別表４－２）に分け

　て作成した。

３．別表４－１　護岸材　一覧表の「型式」・「類型」・「ａ（cm）」・「ｂ（cm）」の項に記した、護岸材の型式分類・

　類型分類および寸法の計測箇所については、 田和尊氏が御所市鴨都波遺跡出土護岸材に対して行った分析

　に際して設定したもの（ 田 1992）に従った。これは、同一地域における同種遺物について、統一的な視点

　で観察、分類することで、今次調査出土遺物についても将来的に分析を行うための基礎資料と成すためである。

４． 田氏による護岸材の型式分類は、下記に引用する 田氏作成表のとおりである。

5．出土木材は、可能な限り樹種同定を行った。同定は株式会社　吉田生物研究所（※１）、パリノサーヴェイ

　株式会社（※２）が行い、それぞれの記号を表中に記した。

護岸材の型式分類（ 田 1992）
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別表４－１　護岸材　一覧表

番
号

図 -番号 遺構
出土状
況図

形式 類型
残存長
（㎝）

a（㎝）b（㎝）木取 樹種
樹種
同定

地区・遺構旧名称 
現地での取上番号

Ａ西１区

1 75-32 土坑 1 図 59 杭 D 42.0 4.6 3.5 柾目 ヒノキ科 ※ 2 西 1区 土坑 1 杭 14

2 75-33 土坑 1 図 59 杭 A2 34.1 4.6  心持 マツ科モミ属 ※ 2 西 1区 土坑 1 杭 12

3 75-34 土坑 1 図 59 杭 A2 27.8 5.9  心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 2 西 1区 土坑 1 杭 10

4 75-35 土坑 1 図 59 杭 A1 24.0 2.6 心持 マツ科モミ属 ※ 2 西 1区 土坑 1 杭 04

5 75-36 土坑 1 図 59 杭 A1 16.9 2.8 2.1 板目
ハイノキ科ハイノ
キ属

※ 1 西 1区 土坑 1 杭 07

6 土坑 1 図 59 杭 A2 26.8 3.9 心持 ブナ科シイ属 ※ 1 西 1区 土坑 1 杭 01

7 土坑 1 図 59 杭 A2 20.3 5.0 心持 クスノキ科 ※ 2 西 1区 土坑 1 杭 02

8 土坑 1 図 59 杭 A1 22.8 2.9 心持
クスノキ科クスノ
キ属

※ 1 西 1区 土坑 1 杭 03

9 土坑 1 図 59 杭 A2 17.5 3.3 心持
クスノキ科クスノ
キ属

※ 1 西 1区 土坑 1 杭 05

10 土坑 1 図 59 杭 A1 10.7 2.4 心持 マツ科モミ属 ※ 1 西 1区 土坑 1 杭 06

11 土坑 1 図 59 杭 A2 27.9 3.8 心持 ブナ科シイ属 ※ 1 西 1区 土坑 1 杭 08

12 土坑 1 図 59 杭 A2 20.3 5.1 心持
マメ科マメ属イヌ
マキ

※ 1 西 1区 土坑 1 杭 09

13 土坑 1 図 59 杭 A2 16.9 3.8 心持
カバノキ科カバノ
キ属アサダ

※ 1 西 1区 土坑 1 杭 11

14 土坑 1 図 59 矢板 B1 26.9 6.6 柾目 バラ科サクラ属 ※ 2 西 1区 土坑 1 杭 13

15 溝 1 杭 A2 22.7 6.0 心持 マメ科フジキ属 ※ 1 西 1区 溝 3-6

16 溝 3 杭 A2 13.0 3.3 心持
マツ科マツ属 (二
葉松類）

※ 1 西 1区
溝 6-7・8・

9

Ａ西２区

17
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 80.3 5.2 心持 2Tr. 新河道 杭 01

18
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 34.4 6.1 心持 2Tr. 新河道 杭 02

19
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 54.3 4.8 心持 2Tr. 新河道 杭 03

20
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 73.3 5.6 心持 2Tr. 新河道 杭 04

21
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 111.4 5.6 心持 2Tr. 新河道 杭 05

22
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A3 95.8 7.2 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 2Tr. 新河道 杭 06

23
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 111.6 5.6 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 2Tr. 新河道 杭 07

24
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 116.5 6.2 心持 2Tr. 新河道 杭 08

25
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 107.4 5.9 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 2Tr. 新河道 杭 09

26
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A3 114.3 7.4 心持 2Tr. 新河道 杭 17

27
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 82.8 5.7 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 2Tr. 新河道 杭 18

28
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A2 60.0 5.4 心持 2Tr. 新河道 杭 19

29
流路 1
Ｄ -Ｄ '

図 27 杭 A3 78.5 8.3 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 2Tr. 新河道 杭 20
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番
号

図 -番号 遺構
出土状
況図

形式 類型
残存長
（㎝）

a（㎝）b（㎝）木取 樹種
樹種
同定

地区・遺構旧名称 
現地での取上番号

Ａ西２区

30
流路 1

堰Ｅ -Ｅ '
図 27 杭 A2 55.6 5.2 心持

マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 2Tr. 新河道 杭 10

31
流路 1

堰Ｅ -Ｅ '
図 27 杭 A1 24.0 2.6 心持 2Tr. 新河道 杭 12

32
流路 1

堰Ｅ -Ｅ '
図 27 杭 A2 78.3 5.6 心持 2Tr. 新河道 杭 13

33
流路 1

堰Ｅ -Ｅ '
図 27 杭 A2 67.5 6.4 心持

マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 2Tr. 新河道 杭 14

34
流路 1

堰Ｅ -Ｅ '
図 27 杭 A2 48.4 4.9 心持

マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 2Tr. 新河道 杭 15

35
流路 1

堰Ｅ -Ｅ '
図 27 杭 A3 81.8 7.7 心持 2Tr. 新河道 杭 16

36 76-37 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 47.3 4.4 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 西 2区 溝 8 杭 01

37 76-38 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 55.4 5.0  心持
マツ科マツ属（二
葉松類）

※ 1 西 2区 溝 8 杭 07

38 76-39 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 70.0 5.3 心持 ブナ科クリ属クリ ※ 2 西 2区 溝 8 杭 08

39 76-40 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 80.0 4.3 心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 2 西 2区 溝 8 杭 05

40 76-41 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 50.6 3.7 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 西 2区 溝 8 杭 13

41 76-42 溝 3- 堰 1 図 58 杭 B1 46.0 1.3 1.7 板目 ブナ科ブナ属クリ ※ 1 西 2区 溝 8 杭 14

42 76-43 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 125.6 5.4  心持
ツツジ科ネジキ属
ネジキ

※ 2 西 2区 溝 8 杭 09

43 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 31.0 4.5 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 西 2区 溝 8 杭 02

44 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 89.0 6.9 心持
ハイノキ科ハイノ
キ属

※ 1 西 2区 溝 8 杭 03

45 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 75.8 5.7 心持 ブナ科ブナ属クリ ※ 2 西 2区 溝 8 杭 04

46 溝 3- 堰 1 図 58 杭 C2 73.2 6.5 8.7 柾目 ブナ科ブナ属クリ ※ 2 西 2区 溝 8 杭 06

47 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 97.0 6.8 心持 ブナ科ブナ属クリ ※ 2 西 2区 溝 8 杭 10

48 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 94.5 6.4 心持 ブナ科ブナ属クリ ※ 1 西 2区 溝 8 杭 11

49 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 43.5 5.5 心持 ブナ科ブナ属クリ ※ 2 西 2区 溝 8 杭 12

50 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 42.0 6.1 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 西 2区 溝 8 杭 15

51 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 31.4 3.0 心持 ブナ科ブナ属クリ ※ 1 西 2区 溝 8 杭 16

52 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 14.7 3.3 心持 ブナ科ブナ属クリ ※ 1 西 2区 溝 8 杭 17

53 溝 3- 堰 1 図 58 杭 C2 33.5 3.6 2.1 板目 バラ科サクラ属 ※ 1 西 2区 溝 8 杭 18

54 溝 3- 堰 1 図 58 横木 A2 75.0 3.2 心持
マツ科マツ属複維
管束亜種

※ 2 西 2区 溝 8
横木
01

55 溝 3- 堰 1 図 58 横木 B1 18.4 0.8 1.9 板目
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属コナラ節

※ 1 西 2区 溝 8
横木
02

56 溝 3- 堰 1 図 58 横木 A2 58.6 3.0 心持
マツ科マツ属複維
管束亜属

※ 2 西 2区 溝 8
横木
03

57 溝 3- 堰 1 図 58 横木 A2 106.7 4.0 心持 ニレ科ニレ属 ※ 2 西 2区 溝 8
横木
04

58 溝 3- 堰 1 図 58 横木 A1 54.1 2.8 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属コナラ節

※ 1 西 2区 溝 8
横木
05

59 溝 3- 堰 1 図 58 横木 D 22.7 3.8 2.1 板目
ミカン科キハダ属
キハダ

※ 1 西 2区 溝 8
横木
06

60 溝 3- 堰 1 図 58 横木 B1 35.5 1.5 4.5 板目 ニレ科エノキ属 ※ 1 西 2区 溝 8
横木
07
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番
号

図 -番号 遺構
出土状
況図

形式 類型
残存長
（㎝）

a（㎝）b（㎝）木取 樹種
樹種
同定

地区・遺構旧名称 
現地での取上番号

Ａ西２区

61 溝 3- 堰 1 図 58 横木 A2 32.3 3.3 心持 ニレ科エノキ属 ※ 1 西 2区 溝 8
横木
08

62 溝 3- 堰 1 図 58 横木 A1 51.9 2.9 心持 ニレ科エノキ属 ※ 1 西 2区 溝 8
横木
09

63 溝 3- 堰 1 図 58 横木 A1 15.9 2.2 心持
マメ科イヌエン
ジュ属イヌエジュ

※ 1 西 2区 溝 8
横木
10

64 溝 3- 堰 1 図 58 横木 A1 20.1 2.2 心持
マメ科イヌエン
ジュ属イヌエジュ

※ 1 西 2区 溝 8
横木
11

65 溝 3- 堰 1 図 58 矢板 A1 20.3 7.6 3.8 柾目 ブナ科ブナ属クリ ※ 1 西 2区 溝 8
しが
らみ

杭材

66 溝 3- 堰 1 図 58 杭 A2 76.5 6.1 心持
マツ科マツ属（二
葉松類）

※ 1 西 2区
溝 8しが
らみ付近

Ａ東１区

67 3 層中 杭 A2 14.3 4.3 心持
マツ科マツ属（二
葉松類）

※ 1 2Tr.
2 層目素
掘溝面

杭 01

68 9 層上面 図 33 矢板 B1 40.0 5.3 2.7 板目
ヒノキ科アスナロ
属

※ 1 2Tr.
3 層目素
掘溝面
溝 1

杭 01

69 9 層上面 図 33 矢板 B1 25.9 5.2 2.4 板目
ヒノキ科アスナロ
属

※ 1 2Tr.
3 層目素
掘溝面　

溝 1
杭 02

70 9 層上面 図 33 杭 A2 60.0 3.0 心持
ヒノキ科アスナロ
属

※ 1 2Tr.
3 層目素
掘溝面　

溝 1
杭 03

Ａ東２区

71 122-7 井戸 1 図 114 杭 B1 25.1 1.3 2.3 板目 ヤナギ科ヤナギ属 ※ 1 東 2区
井戸 1井
戸枠外

杭

72 123-1 杭列Ａ -Ａ ' 図 116 杭 A2 47.5 5.1 心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 2 東 2区 上層 杭 01

73 123-2 杭列Ａ -Ａ ' 図 116 杭 A2 48.9 3.5 心持
マツ科マツ属（二
葉松類）

※ 1 東 2区 上層 杭 02

74 123-3 杭列Ａ -Ａ ' 図 116 杭 A2 52.5 3.5 心持 カエデ科カエデ属 ※ 1 東 2区 上層 杭 03

75 1 号墓周溝 図 113 杭 A2 22.8 3.2 心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 2 東 上層周溝 杭 01

76 1 号墓周溝 図 113 杭 A1 8.2 2.7 心持
カバノキ科クマシ
デ属

※ 1 東 上層周溝 杭 02

77 土坑 2 図 120 杭 C2 24.3 4.6 4.6 東
上層土坑

３
木 01

78 土坑 2 図 120 杭 A2 35.0 3.8 東
上層土坑

３
木 02

Ｂ地区

79 溝 4 杭 A2 27.3 5.3 S1 流路 1 杭 20

80 177-71
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A2 25.6 5.4  心持
センダン科センダ
ン属センダン

※ 2 1Tr. 溝 1 杭 08

81 177-72
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A1 33.7 2.8  心持
トチノキ科トチノ
キ属トチノキ

※ 2 1Tr. 溝 1 杭 07

82 177-73
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A1 33.0 2.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 1Tr. 溝 1 杭 02

83
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A1 48.2 2.2 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 1Tr. 溝 1 木 01

84
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 B1 20.5 1.7 2.6 ニレ科エノキ属 ※ 2 1Tr. 溝 1 木 04

85
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A1 18.6 2.8 心持
ブナ科シイノキ属
スタジイ

※ 2 1Tr. 溝 1 杭 01

86
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A2 45.2 3.9 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 1Tr. 溝 1 杭 03
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番
号

図 -番号 遺構
出土状
況図

形式 類型
残存長
（㎝）

a（㎝）b（㎝）木取 樹種
樹種
同定

地区・遺構旧名称 
現地での取上番号

Ｂ地区

87
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A1 19.8 1.4 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 1Tr. 溝 1 杭 04

88
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A2 33.7 4.8  心持 ニレ科エノキ属 ※ 2 1Tr. 溝 1 杭 05

89
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A1 34.3 2.7 心持
ウルシ科ウルシ属
ヌルデ

※ 2 1Tr. 溝 1 杭 06

90
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A2 51.5 3.2 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 1Tr. 溝 1 杭 09

91
溝 4Ａ -Ａ '

付近
図 36・
37

杭 A2 26.8 3.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 1Tr. 東区 杭 10

92 167-5
溝 4g-g' 付

近
図 136 杭 A2 53.2 3.0 柾目

ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 S2 流路 2 杭 63

93 167-6
溝 4g-g' 付

近
図 136 杭 A2 39.0 4.3 心持

ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 S2 流路 2 杭 64

94
溝 4g-g' 付

近
図 136 杭 A1 51.4 2.6 心持

ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 S2 流路 2 杭 62

95
溝 4g-g' 付

近
図 136 杭 A2 49.2 3.2 心持

ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 S2 流路 2 杭 87

96
溝 4g-g' 付

近
図 136 杭 A2 55.0 3.6 心持

ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 S2 流路 2 杭 88

97 168-7
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 B1 65.9 9.9 3.4 柾目
クロウメモドキ科
ケンポナシ属

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 67

98 168-8
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 B2 65.2 11.0 2.4 柾目 ブナ科シイ属 ※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 68

99 168-9
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 A1 60.0 9.2 3.3 柾目
ムクロジ科ムクロ
ジ属ムクロジ

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 71

100 168-10
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A2 27.8 5.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 75

101 168-11
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 B1 48.0 10.3 3.0 柾目
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 S1
流路 2導
水施設

杭 69

102 168-12
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 A1 34.0 4.5 2.5 柾目
ムクロジ科ムクロ
ジ属ムクロジ

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 70

103 169-13
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A1 52.1 2.6  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 S1
流路 2導
水施設

杭 78

104 169-14
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 B2 54.1 11.5 3.4 柾目
クワ科クワ属ヤマ
グワ

※ 2 S1
流路 2導
水施設

杭 79

105 169-15
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A1 42.7 2.3 心持
ブナ科シイノキ属
ツブラジイ

※ 2 S1
流路 2導
水施設

杭 80

106 169-16
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A2 48.5 3.3  心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 S1 流路 2 杭 83

107 169-17
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A2 48.3 3.3 心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 S1 流路 2 杭 86

108
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A1 19.8 1.3 アワブキ ※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 65

109
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 C2 53.3 5.6 7.8 板目
クスノキ科タブノ
キ属

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 66

110
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 B1 9.0 3.1 0.6 柾目
ムクロジ科ムクロ
ジ属ムクロジ

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 72

111
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A1 16.4 2.4  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属コナラ節

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 73

112
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 D 30.2 3.5 3.1 板目
ミカン科キハダ属
キハダ

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 74

113
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 A1 32.8 8.0 2.1 柾目
ムクロジ科ムクロ
ジ属ムクロジ

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 76

114
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 矢板 A1 23.5 4.9 2.9 柾目
ムクロジ科ムクロ
ジ属ムクロジ

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 77

115
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A1 9.2 2.4 心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 S1
流路 2導
水施設

杭 81

116
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A2 54.2 5.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 S1 流路 2 杭 84

117
溝 4 堰 1 付
近 h-h'

図 137 杭 A1 17.2 1.9  心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 S1 流路 2 杭 85
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118 169-19
溝 4 堰 1 付

近
図 137 杭 A1 14.0 2.5  心持 ニレ科エノキ属 ※ 1 S1

流路 2導
水施設

杭 82

119
溝 4 堰 1 付

近
杭 A2 34.7 5.3 S1 流路 2 杭 29

120 170-20
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 24.0 5.8 4.9 心持
ニレ科ケヤキ属ケ
ヤキ

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 45

121 170-21
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 48.3 4.2 心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 17

122 170-22
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 B2 74.9 12.7 2.1 柾目 ブナ科クリ属クリ ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 16

123 170-23
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A1 53.0 2.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 50

124 170-24
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 B1 58.1 7.3 2.8 柾目 クワ科クワ属 ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 15

125 170-25
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 39.1 6.3 2.5 板目 ブナ科クリ属クリ ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 40

126 171-26
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 B1 68.3 9.6 3.2 柾目 ブナ科クリ属クリ ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 41

127 171-27
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 59.0 4.7 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 55

128 171-28
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 50.1 4.5 2.7 柾目 ブナ科シイ属 ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 14

129 171-29
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 33.5 6.8 2.9 柾目 ブナ科クリ属クリ ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 06

130 171-30
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 61.8 3.9  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 11

131 171-31
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 50.7 3.4  心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 10

132 172-32
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A2 55.9 13.7 3.2 柾目
ムクロジ科ムクロ
ジ属ムクロジ

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 47

133 172-33
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 C1 51.5 2.7 4.8 板目 クワ科クワ属 ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 05

134 172-34
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 77.0 4.0  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 32

135 172-35
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 52.9 5.1 2.3 柾目 ブナ科クリ属クリ ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 66

136 173-36
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 85.8 4.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 30

137 173-37
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 75.0 4.8  心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 71

138 173-38
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 68.5 6.1  心持 バラ科サクラ属 ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 25

139 173-39
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 40.5 5.5 心持
クスノキ科クスノ
キ属

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 23

140
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 43.0 7.0 2.3 N2
流路 2堰
イコウ

杭 01

141
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 70.0 7.0 3.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 02

142
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 B1 60.0 9.5 1.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 03

143
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A2 39.0 13.0 4.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 04

144
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 56.0 4.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 07

145
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 C 48.0 2.0 7.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 08

146
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 B1 60.0 8.0 1.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 09

147
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 61.0 10.0 3.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 12

148
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 C 54.0 2.0 6.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 13
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149
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 50.0 7.5 3.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 18

150
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A1 30.0 2.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 19

151
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 32.0 4.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 20

152
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 28.0 5.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 21

153
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 53.0 8.0 2.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 22

154
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 C2 60.0 5.7 6.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 24

155
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 D 53.0 5.0 5.1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 26

156
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 40.0 6.0 4.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 27

157
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 98.0 3.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 28

158
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A1 67.0 2.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 29

159
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 C3 71.0 3.5 7.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 31

160
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 C2 53.0 5.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 33

161
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 69.0 5.0 4.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 34

162
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 70.0 9.0 2.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 35

163
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 60.0 7.5 5.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 36

164
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 72.0 9.0 2.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 37

165
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 80.0 11.0 2.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 38

166
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 B1 47.0 8.0 1.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 39

167
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 C 72.0 3.0 14.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 42

168
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 26.0 3.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 43

169
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 44.0 8.5 2.5 ブナ科クリ属クリ ※ 2 N2
流路 2堰
イコウ

杭 44

170
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 B1 70.0 8.5 3.0 N2
流路堰 2
イコウ

杭 46

171
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A2 66.0 13.5 4.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 48

172
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 35.0 6.0 2.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 49

173
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A1 51.6 2.7  心持 クワ科クワ属 ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 51

174
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 59.0 3.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 52

175
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A1 72.0 2.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 53

176
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A1 63.0 2.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 54

177
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A1 80.0 2.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 56

178
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 76.0 5.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 57

179
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 71.0 4.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 58
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180
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 55.0 4.5 2.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 59

181
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 C2 45.0 3.0 3.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 60

182
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 24.0 4.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 61

183
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 B1 39.0 7.5 2.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 62

184
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 91.0 9.0 7.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 63

185
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 67.0 8.5 2.0 N2
流路 2堰
イコウ

杭 64

186
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 102.0 4.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 65

187
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 32.0 3.5 柾目
クロウメモドキ科
ケンポナシ属

※ 2 N2
流路 2堰
イコウ

杭 67

188
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 57.0 3.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 68

189
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 38.0 3.5 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 69

190
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

矢板 A1 47.0 7.0 2.5 N2
流路 2堰
イコウ

杭 70

191
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A2 30.0 3.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 72

192
溝 4 堰 2 付
近 k-k'

図
138･139

杭 A1 39.0 2.0 心持 N2
流路 2堰
イコウ

杭 73

193 174-40
溝 4 堰 2 付
近 l-l'

図
138･139

杭 A2 62.9 3.7  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 74

194 174-41
溝 4 堰 2 付
近 l-l'

図
138･139

矢板 A1 38.2 6.7 1.5 柾目 ブナ科シイ属 ※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 75

195 174-42
溝 4 堰 2 付
近 l-l'

図
138･139

杭 A2 64.7 3.0 心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 77

196 174-43
溝 4 堰 2 付
近 l-l'

図
138･139

杭 A2 44.4 4.0 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 78

197 174-44
溝 4 堰 2 付
近 l-l'

図
138･139

杭 A2 78.3 4.3  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 76

198 174-45
溝 4 堰 2 付
近 l-l'

図
138･139

杭 A3 46.9 8.0 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 79

199 174-46
溝 4 堰 2 付
近 l-l'

図
138･139

杭 A2 53.3 4.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 80

200 174-47
溝 4 堰 2 付
近 l-l'

図
138･139

杭 A2 48.0 4.2 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2
流路 2堰
イコウ

杭 81

201 175-48
溝 4 堰 2 付
近 m-m'

図
138･140

杭 A2 34.1 3.2 心持 ブナ科シイ属 ※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 01

202 175-49
溝 4 堰 2 付
近 m-m'

図
138･140

杭 A2 29.2 4.4 心持 ブナ科シイ属 ※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 02

203
溝 4 堰 2 付
近 m-m'

図
138･140

杭 A2 26.0 4.0 心持 N2 流路 2
護岸
杭 03

204
溝 4 堰 2 付
近 m-m'

図
138･140

杭 A2 25.0 4.0 心持 N2 流路 2
護岸
杭 04

205
溝 4 堰 2 付
近 m-m'

図
138･140

杭 A2 21.0 4.0 心持 N2 流路 2
護岸
杭 05

206
溝 4 堰 2 付
近 m-m'

図
138･140

杭 A2 32.0 4.5 心持 N2 流路 2
護岸
杭 06

207 175-50
溝 4 堰 2 付
近 n-n'

図
138･140

杭 A2 53.8 4.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 11

208 175-51
溝 4 堰 2 付
近 n-n'

図
138･140

杭 A2 36.5 3.4 心持 クワ科クワ属 ※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 13

209
溝 4 堰 2 付
近 n-n'

図
138･140

杭 A2 60.4 4.5 心持 クワ科クワ属 ※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 12

210 175-52
溝 4 堰 2 付
近 o-o'

図
138･140

杭 A2 34.2 4.4 心持 ニレ科エノキ属 ※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 10
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211 175-53
溝 4 堰 2 付
近 o-o'

図
138･140

杭 A2 78.0 3.6 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 17

212
溝 4 堰 2 付
近 o-o'

図
138･140

杭 A2 34.0 4.0 心持 N2 流路 2 杭 16

213
溝 4 堰 2 付
近 p-p'

図
138･140

杭 A1 53.0 2.5 心持 N2 流路 2
護岸
杭 14

214
溝 4 堰 2 付
近 p-p'

図
138･140

杭 A1 23.0 2.5 心持 N2 流路 2
護岸
杭 15

215 175-54
溝 4 堰 2 付
近 q-q'

図
138･141

杭 A2 45.7 4.0 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 08

216 175-55
溝 4 堰 2 付
近 q-q'

図
138･141

杭 A1 51.8 2.5 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 22

217
溝 4 堰 2 付
近 q-q'

図
138･141

杭 A2 45.0 3.0 心持 N2 流路 2
護岸
杭 07

218
溝 4 堰 2 付
近 q-q'

図
138･141

杭 A2 50.0 4.5 心持 N2 流路 2
護岸
杭 09

219
溝 4 堰 2 付
近 q-q'

図
138･141

杭 A1 20.0 1.5 心持 N2 流路 2
護岸
杭 18

220
溝 4 堰 2 付
近 q-q'

図
138･141

杭 A2 52.0 3.5 心持 N2 流路 2
護岸
杭 19

221
溝 4 堰 2 付
近 q-q'

図
138･141

杭 A2 32.0 3.5 心持 N2 流路 2
護岸
杭 20

222
溝 4 堰 2 付
近 q-q'

図
138･141

杭 A2 37.0 3.0 心持 N2 流路 2 杭 21

223 175-56
溝 4 堰 2 付
近 r-r'

図
138･141

杭 A1 42.5 2.8  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 25

224 175-57
溝 4 堰 2 付
近 r-r'

図
138･141

杭 A2 61.2 4.0 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 N2 流路 2
護岸
杭 23

225
溝 4 堰 2 付
近 r-r'

図
138･141

杭 A2 38.0 3.5 心持 N2 流路 2
護岸
杭 24

226
溝 4 堰 2 付
近 r-r'

図
138･141

杭 A2 56.0 3.0 心持 N2 流路 2
護岸
杭 26

227
溝 4 堰 2 付
近 r-r'

図
138･141

杭 A2 40.0 4.0 心持 N2 流路 2
護岸
杭 27

228
溝 4 堰 2 付
近 r-r'

図
138･141

杭 A2 53.0 4.0 心持 N2 流路 2
護岸
杭 28

229 176-58
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 18.9 2.2 心持
ニレ科ケヤキ属ケ
ヤキ

※ 1 北 流路 2 杭 52

230 176-59
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 26.0 2.0 心持 クワ科クワ属 ※ 1 北 流路 2 杭 51

231 176-60
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 34.3 2.3 心持 ニレ科エノキ属 ※ 1 北 流路 2 杭 42

232 176-61
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 26.5 1.7 心持 ニレ科エノキ属 ※ 1 北 流路 2 杭 39

233 176-62
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 13.6 3.7 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属コナラ節

※ 1 北 流路 2 杭 07

234 176-63
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 53.6 4.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 北 流路 2 杭 11

235 176-64
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 65.7 2.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 29

236 176-65
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 51.4 3.6 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 28

237 176-66
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 45.3 1.8 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 北 流路 2 杭 23

238 177-67
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 40.6 2.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 27

239 177-68
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 B1 32.8 1.3 1.8 板目
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 24

240 177-69
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 23.8 1.5  心持 ウルシ科ウルシ属 ※ 1 北 流路 2 杭 32

241 177-70
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 25.5 2.7 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 09
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242
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 C1 4.4 1.3 2.1 板目 ウルシ科ウルシ属 ※ 1 北 流路 2 杭 01

243
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 32.5 2.2 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 02

244
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 14.0 1.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 04

245
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 8.8 2.4 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 05

246
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 28.7 4.6 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 2 北 流路 2 杭 08

247
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 35.0 4.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 10

248
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 22.4 2.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 12

249
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 33.8 4.0 心持 マメ科フジキ属 ※ 1 北 流路 2 杭 13

250
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 19.0 1.7 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 15

251
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 43.0 3.9 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 16

252
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 23.3 3.4  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 17

253
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 38.8 4.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 18

254
溝 4 護岸施
設 s-s’

図 142 杭 A1 15.8 2.7 心持 北 流路 2 杭 19

255
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 13.4 2.2 心持 ウルシ科ウルシ属 ※ 1 北 流路 2 杭 21

256
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 65.4 2.0 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 25

257
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 55.0 4.6 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 26

258
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 67.7 3.2 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 30

259
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 23.5 5.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 31

260
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 B1 16.5 0.7 1.7 板目
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 33

261
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 B1 20.5 1.0 2.7 板目
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 34

262
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 13.7 1.6 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 35

263
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 9.1 1.6  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 36

264
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 8.3 2.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 37

265
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 15.5 1.7  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 38

266
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 11.5 1.6 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 40

267
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 16.8 2.4 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 41

268
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 20.4 3.6 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 43

269
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A2 35.3 3.4 心持
ニレ科ケヤキ属ケ
ヤキ

※ 1 北 流路 2 杭 44

270
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 11.7 2.9  心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 45

271
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 12.0 1.6 心持
センダン科センダ
ン属センダン

※ 1 北 流路 2 杭 46

272
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 8.7 1.7 板目
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 47
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273
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 12.9 2.0 心持 ウルシ科ウルシ属 ※ 1 北 流路 2 杭 48

274
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 6.5 2.7 柾目 ウルシ科ウルシ属 ※ 1 北 流路 2 杭 49

275
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 7.7 2.7 板目
センダン科センダ
ン属センダン

※ 1 北 流路 2 杭 50

276
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 28.2 2.4 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 53

277
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 31.3 2.6 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 54

278
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 24.3 2.4 心持
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 北 流路 2 杭 55

279
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 24.8 2.5 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 56

280
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 68.7 2.2 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 57

281
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 29.3 2.1 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 58

282
溝 4 護岸施
設 s-s'

図 142 杭 A1 35.7 2.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 59

283 177-74
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 A2 36.8 3.8 心持
マキ科マキ属イヌ
マキ

※ 1 北 流路 2
木杭
63

284 177-75
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 A2 25.5 3.3 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2
木杭
64

285 177-76
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 A1 39.0 2.9 心持 ブナ科シイ属 ※ 1 北 流路 2
木杭
65

286 177-77
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 A1 34.0 2.4 心持 ブナ科シイ属 ※ 1 北 流路 2
木杭
68

287 177-78
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 矢板 A1 54.3 10.1 2.7 柾目 ブナ科クリ属クリ ※ 1 北
流路 2
北東隅

木杭
67

288
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 A2 46.8 6.1 心持
ニレ科ケヤキ属ケ
ヤキ

※ 1 北 流路 2 杭 22

289
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 A3 40.7 7.7  心持 クワ科クワ属 ※ 1 北 流路 2 杭 60

290
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 A2 46.0 4.7 心持
ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 杭 61

291
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 C2 17.2 4.1 5.0 柾目
センダン科センダ
ン属センダン

※ 1 北 流路 2
木杭
62

292
溝 4 堰 3 付
近 t-t'

図 143 杭 A1 35.8 1.8 心持 ブナ科シイ属 ※ 1 北 流路 2
木杭
66

293
溝 4 堰 3 付

近
杭 A2 24.0 4.3 北

流路 2北
東隅

木 01

294
溝 4 堰 3 付

近
杭 C2 24.0 5.6 8.5 柾目 ブナ科シイ属 ※ 1 北

流路 2北
東隅

木 03

295
溝 4 堰 3 付

近
杭 A2 111.8 4.8 北

流路 2北
東隅

木器

296
溝 4 堰 3 付

近
矢板 C 49.3 2.7 13.2 板目

ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 北 流路 2 木 18

297
溝 4 堰 3 付

近
矢板 C 36.9 3.0 8.5 柾目 ブナ科シイ属 ※ 1 北

流路 2北
東隅堰 3

杭 01

298
溝 4 堰 3 付

近
杭 A2 60.0 3.0 心持 北 1

流路 2北
東隅堰 3

杭 02
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別表４－２　護岸材以外の木製品等　一覧表

番号 図 -番号 遺構
出土状
況図

種別
残存長
（㎝）

幅
（㎝）

厚み
（㎝）

木取 樹種
樹種
同定

地区・遺構旧名称 
現地での取上番号

Ａ西１区

299 75-22 溝 2
棒状木
製品

30.6 2.8 1.3 柾目
ヒノキ科アスナロ
属

※ 1 西 1区 溝 5-2

300 溝 2 板材 102.0 22.0 3.9 板目 マツ科ツガ属 ※ 2 西 1区 溝 5-G5

301 溝 2 板材 26.0 9.4 1.8 板目 マツ科モミ属 ※ 1 西 1区 溝 5-1･2

302 溝 2 板材 10.3 5.0 1.5 板目
ヒノキ科アスナロ
属

※ 1 西 1区 溝 5-1･2

Ａ西２区

303 井戸 1 図 53 井戸枠 22.7 16.3 1.3
ヒノキ科アスナロ
属アスナロ

※ 2 7Tr. 井戸 1
井戸
枠１

304
第 1 遺構面

溝
板材 27.4 10.8 0.9 柾目

ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 1 西 2区 溝 11

305 溝 2
板状木
製品

20.1 1.9 0.9 西 2 区 溝 10-21

306
下層トレン
チ 2-2 区北

東端
自然木 φ 12.9 カエデ科カエデ属 ※ 2 西 1区

下層西ト
レンチ
西壁

木 03

307
下層トレン
チ 2-2 区北

東端
自然木 φ 8.8

ニレ科ムクノキ属
ムクノキ

※ 2 西 1区
下層西ト
レンチ
東壁

木 04

308
下層トレン
チ 2-2 区北

東端
自然木 φ 9.8

ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 2 西 1区
下層西ト
レンチ
東壁

木 05

309
下層トレン
チ 2-2 区

自然木 φ 12.2
クルミ科クルミ属
オニグルミ

※ 2 西 2区
下層西２

区
木北

310
下層トレン
チ 2-2 区

自然木 φ 4.3
ニレ科ムクノキ属
ムクノキ

※ 2 西 2区
下層西２

区
木南

311
下層トレン
チ 2-3 区西

端
自然木 φ 10.3

ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 2 西 1区
下層北ト
レンチ
南壁

木 06

312
下層トレン
チ 2-3 区西

端
自然木 φ 6.7

ブナ科コナラ属ア
カガシ亜属

※ 2 西 1区
下層北ト
レンチ
北壁

木 07

313
下層トレン

チ 3
自然木 φ 22.7

ニレ科ムクノキ属
ムクノキ

※ 2 西 1区
下層南ト
レンチ

木 01

314
下層トレン

チ 3
自然木 φ 12.7

ニレ科ムクノキ属
ムクノキ

※ 2 西 1区
下層南ト
レンチ

木 02

315
下層トレン
チ 2-3 区
14 層

自然木 φ 18.8 オニグルミ ※ 2 西 2区
下層北ト
レンチ南
Ｄ層

Ａ東 2区

316 122-6 井戸 1 図 114 曲物
25.5 

( 高さ）

42.6 
( 上段
径 )

柾目
ヒノキ科ヒノキ属
ヒノキ

※ 2 東 2区 井戸 1 曲物

317 122-8 井戸 1 図 114 板材 12.5 6.8 1.2 板目 ヒノキ科ヒノキ属 ※ 1 東 2区 井戸 1 板

318 土坑 1 図 119 自然木 9.8 4.3 0.5 破片
ミカン科ミカン属
キハダ近似種

※ 2 東 土坑 1 木 02

319 土坑 2 図 120 自然木 16.2 9.6 8.1
ミカ
ン割

ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属コナラ節

※ 2 東
上層土坑

3
木 03

320
図 20･21
　15-6 層

自然木 19.5 9.5 8.2 心持 ブナ科クリ属クリ ※ 2 東 下層 木 1

321
図 9 柱状図

15 層
自然木 26.0 8.5 4.6 心持 ニレ科ニレ属 ※ 2 東 下層 木 4

322
図 9 柱状図

15 層
自然木 29.0 6.7 4.4 心持 ブナ科クリ属クリ ※ 2 東 下層 木 5

323
図 9 柱状図

15 層
自然木 12.6 8.4 6.7 心持

ブナ科コナラ属コ
ナラ亜属コナラ節

※ 2 東 下層 木 6
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番号 図 -番号 遺構
出土状
況図

種別
残存長
（㎝）

幅
（㎝）

厚み
（㎝）

木取 樹種
樹種
同定

地区・遺構旧名称 
現地での取上番号

Ａ東 2区

324
北壁土層断
面 16-3 層
( 地山 )

自然木 8.8 6.1 2.8 心持 ニレ属ニレ科 ※ 2 東 下層 木 7

325
図 20･21
　32 層

自然木 21.6 8.6 3.8 心持
ムクロジ科ムクロ
ジ属ムクロジ

※ 2 東 下層 木 8

326
図 20･21
　32 層

自然木 17.5 4.0 3.5 心持 ブナ科クリ属クリ ※ 2 東 下層 木 2

327
図 20･21
　32 層

自然木 15.1 10.0 7.8 心持 ブナ科クリ属クリ ※ 2 東 下層 木 3

Ｂ地区

328 溝 4 板材 29.9 7.9 1.1 柾目
ブナ科コナラ属ア
カガシ亜種

※ 2 北 流路 2 1

329 169-18
溝 4 堰 1 付

近
図 137 木樋 117.7 17.9 3.4 板目

ブナ科シイノキ属
スタジイ

※ 2 S1 流路 2 木樋

330
溝 4 堰 3 付

近
自然木 22.7 2.2 心持

コナラ属コナラ亜
属クヌギ節

※ 1 北 流路 2 木 19

331
溝 4 堰 3 付

近
自然木 14.8 1.9 1.0 板目 ヤナギ科ヤナギ属 ※ 1 北 流路 2 木 20

332
6Tr．14 層

上面
図 43 自然木 26.6 14.9 5.7 ヤマグワ ※ 2 6Tr．

南端 (Ｄ
層）

333
8Tr．14 層

上面
図 45 自然木 28.5 9.7 8.5 ヤナギ属 ※ 2 8Tr． Ｄ・Ｅ層 樹根



図　版





図
版
1

Ａ西区　1トレンチ　９層上面　東から

Ａ西区　1トレンチ　13 層上面　北から



図
版
2

Ａ西区　３トレンチ　14 層上面　土器・炭化物分布範囲　北から
　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ａ西区　３トレンチ　９層上面　南から



図
版
3

Ａ西区　２トレンチ　11 層上面　北から

Ａ西区　７トレンチ　11 層上面　全景　東から



図
版
4

Ａ西区　４トレンチ　９層上面　南西から

Ａ西区　５トレンチ　９・11 層上面　北から



図
版
5

Ａ西区　６トレンチ　９・11 層上面　南から

Ａ東区　１トレンチ　９層上面　東から



図
版
6

Ａ東区　２トレンチ　11 層上面　東から

Ａ東区　２トレンチ　３層上面　南西から Ａ東区　２トレンチ　９層上面　東から

Ａ東区　２トレンチ　溝・杭検出状況　北から

Ａ東区　２トレンチ　３層中　西から



図
版
7

Ａ東区　３トレンチ　３層上面　北から

Ａ東区　３トレンチ　下層確認状況



図
版
8

Ａ東区　４トレンチ　３層上面　西から Ａ東区　４トレンチ　９層上面　西から

Ａ東区　４トレンチ　13 層上面　東から

Ａ東区　４トレンチ　２層中　西から

Ａ東区　４トレンチ　13 層上面　溝検出状況



図
版
9

Ｂ地区　１トレンチ　溝４　東から

Ｂ地区　１トレンチ　13 層上面　西から Ｂ地区　１トレンチ　溝４　杭検出状況

Ｂ地区　１トレンチ　溝４　南から

09-01.B区1ﾄﾚ　　北西から

Ｂ地区　１トレンチ　北西から



図
版
10

Ｂ地区　２トレンチ　８層上面　北から

Ｂ地区　２トレンチ　下層確認　北から
　　　



図
版
11

Ｂ地区　３トレンチ　11 層上面　北から

Ｂ地区　３トレンチ　14 層上面　北から



図
版
12

Ｂ地区　４トレンチ　11 層上面　北から

Ｂ地区　５トレンチ　５層上面　北から



図
版
13

Ｂ地区　６トレンチ　５層上面　北東から

Ｂ地区　７トレンチ　５層上面　南から



図
版
14

Ｂ地区　８トレンチ　11 層上面　南から

Ｂ地区　９トレンチ　５層上面　北から



図
版
15

Ｂ地区　11 トレンチ　５層上面　西から

Ｂ地区　11 トレンチ　北から
　　　



図
版
16

航空写真　（南西上空から）

Ａ西１・２区　全景　北東から



図
版
17

Ａ西２区　井戸１（４）

Ａ西２区　井戸１（２） Ａ西２区　井戸１（３）

Ａ西２区　井戸１（５）

Ａ西２区　井戸１（１）



図
版
18

Ａ西２区　流路２など　上面検出状況　西から

Ａ西２区　流路 1　護岸杭列　東から



図
版
19

Ａ西１区　溝 1　遺物出土状況（３）

Ａ西１区　溝 1　遺物出土状況（１） Ａ西１区　溝 1　遺物出土状況（２）

Ａ西１区　溝 1　遺物出土状況（４）

Ａ西１区　溝１　東から



図
版
20

Ａ西１区　溝２　東から

Ａ西２区　溝２　西から



図
版
21

Ａ西２区　溝３　堰１（２）

Ａ西２区　溝３　南西から Ａ西２区　溝３　堰１（１）

Ａ西２区　溝３　堰１（３）

Ａ西 1区　溝３・溝４　東から



図
版
22

Ａ西 1区　土坑１　南から

Ａ西１区　土坑１　北から



図
版
23

Ａ西１区　土坑２　北から

Ａ西 1区　土坑２　東から



図
版
24

Ａ西２区　下層トレンチ２－１区　南東部

Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　南から



図
版
25

Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　浅鉢出土状況

Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　石冠・石斧出土状況



図
版
26

Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　土器棺墓 1　東から

Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　焼土検出状況



図
版
27

Ａ西２区　下層トレンチ２－３区　遺物集中地点

Ａ西２区　下層トレンチ３　東から



図
版
28

溝１

74-274-1 74-3

74-4 74-5 74-8

74-6 74-9

74-10 74-11

74-1274-7

溝２

74-16 74-17

74-13 74-14 74-15

74-19 74-20

74-18 74-21 75-22

Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3　但し 74-12 はＳ.≒1/1、75-22 はＳ.≒1/5）



図
版
29

75-24

75-23

75-26 75-25

75-27 75-28 75-29

75-31

75-32

75-30

75-36

75-33

溝３
75-35

75-34

76-37

76-39

76-4276-38 76-41
土坑１

76-40

Ａ西１・２区　第１遺構面　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3　但し 75-32 ～ 76-42 はＳ≒1/5）



図
版
30

76-43

77-1

77-2

溝３

Ａ西１･２区
第１遺構面出土遺物(3)
（Ｓ.≒1/7） Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）



図
版
31

78-678-3 78-7

78-4 78-5 78-8

79-1

78-9

79-3

79-7 80-10

79-2

79-6

79-4

79-5

80-8 80-9

Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）

Ａ西１区　下層トレンチ１　土坑２　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3）



図
版
32

80-11 80-12

81-15

81-1481-13

81-16

82-17

82-19

82-23

82-24

82-25

82-22

82-20

82-18

82-21

Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3）



図
版
33

82-26 82-27 82-28

83-31

83-30

83-29

83-34

84-1

83-33

83-32

Ａ西１区　下層トレンチ１　第３遺構面面上　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/3　但し83-29～31はＳ.≒1/2）

Ａ西２区　下層トレンチ２－２区　土器棺墓１　（Ｓ.≒1/3）



図
版
34

86-5

86-6

87-7

87-987-8

85-3 86-4

85-2

85-1

Ａ西２区　下層トレンチ２ー１区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）



図
版
35

88-1188-10

Ａ西２区　下層トレンチ２ー１区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3）

90-16

88-12

89-14

89-13

89-15



図
版
36

90-1890-17

Ａ西２区　下層トレンチ２ー１区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/3）

93-23 93-25 92-22

91-20

92-21

91-19

93-29 93-31

93-30

93-28

93-2793-24

93-26



図
版
37

93-35

94-1

94-394-4

94-2

93-32

93-33

93-34

93-36

Ａ西２区　下層トレンチ２ー１区　第３遺構面直上　出土遺物（４）（Ｓ.≒1/3　但し、93-36はＳ.≒1/2）

Ａ西２区　下層トレンチ２ー２区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）



図
版
38

95-995-8

95-694-5 95-7

96-10

Ａ西２区　下層トレンチ２ー２区　第３遺構面直上　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3）



図
版
39

98-16
97-13

96-11 97-12

98-18
98-17

Ａ西２区　下層トレンチ２ー２区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/3）

97-1597-14



図
版
40

101-26100-23

99-19
99-22

99-21

99-20

101-28100-25

Ａ西２区　下層トレンチ２ー２区　第３遺構面直上　出土遺物（４）（Ｓ.≒1/3）

100-24

101-27



図
版
41

102-36102-35

102-39

102-33

102-37

101-29

102-32101-31

101-30

102-42102-41

Ａ西２区　下層トレンチ２ー２区　第３遺構面直上　出土遺物（５）（Ｓ.≒1/3）

102-34

102-38
102-40



図
版
42

103-47

103-50

103-45

103-48

103-43 103-44

105-56105-55

104-53

104-54

104-52

Ａ西２区　下層トレンチ２ー２区　第３遺構面直上　出土遺物（６）（Ｓ.≒1/3　但し103-43～46はＳ.≒1/2）

103-46

103-49

103-51



図
版
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106-62

106-59

106-61

105-57 105-58

107-66 108-67

107-65

Ａ西２区　下層トレンチ２ー２区　第３遺構面直上　出土遺物（７）（Ｓ.≒1/3）

106-60

106-63 106-64



図
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109-1

110-8

109-3

110-4

110-11 110-12 110-13 110-14110-10

110-6

109-2

111-17

110-9

110-7

Ａ西２区　下層トレンチ２ー３区　第３遺構面直上　出土遺物（Ｓ.≒1/3）

110-5

111-15 111-16



図
版
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Ａ東２区　第２遺構面　１号墓ほか　検出状況　北から

Ａ東２区　第２遺構面　検出状況　東から



図
版
46

Ａ東 2区　井戸 1　南から

Ａ東２区　第２遺構面　ピットと杭列



図
版
47

Ａ東２区　１号墓　遺物出土状況

Ａ東２区　溝１　遺物出土状況



図
版
48

Ａ東２区　土坑１　南から

Ａ東２区　土坑２　南東から



図
版
49122-1

122-8

122-3

122-4

122-6

123-1 123-2 123-3

122-2

122-7

Ａ東２区　杭列（Ａ－Ａ’）　出土遺物（Ｓ.≒1/5）

Ａ東２区　井戸１　出土遺物（Ｓ.≒1/3　但し 122-6 はＳ.≒1/6、122-7 ～ 8 はＳ.≒1/5）

122-5



図
版
50

124-1

125-8

124-3

125-4

125-6 125-9

125-10

124-2

125-7

Ａ東２区　土坑１　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）

125-5

上位



図
版
51

126-11

127-21

127-18

126-13 126-14

126-16

127-19 127-20

126-12

127-22

126-17

Ａ東２区　土坑１　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3）

126-15

中位
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128-11128-8 128-9

128-10

127-23

127-25

127-24

127-26

128-6

128-5

128-7

Ａ東２区　土坑２　出土遺物（Ｓ.≒1/3）

Ａ東２区　土坑１　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/3）

128-1

128-3

128-4 128-2

下位
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129-3129-1

129-2

Ａ東２区　１号墓周溝およびその周辺　出土遺物（Ｓ.≒1/3）
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Ｂ地区　土坑３　西から

Ｂ地区　土坑１　北から Ｂ地区　土坑２　北から

Ｂ地区　ピット 1　北から

Ｂ地区　土坑４　西から
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Ｂ地区　ピット８　北から

Ｂ地区　ピット６　北から Ｂ地区　ピット７　北から

Ｂ地区　ピット４　北から Ｂ地区　ピット５　北から

Ｂ地区　ピット２　北から Ｂ地区　ピット３　北から

Ｂ地区　ピット９　北から
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Ｂ地区　溝１・溝２・溝３　南西から

Ｂ地区　溝４北端部付近　東から
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Ｂ地区　溝４　堰１　木樋　東から

Ｂ地区　溝４　堰１　西から

Ｂ地区　溝4　堰１　木樋　北から

Ｂ地区　溝４　堰１　南から

Ｂ地区　溝４　堰１　北から
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Ｂ地区　溝４　堰２　南列

Ｂ地区　溝４　堰２　南から Ｂ地区　溝４　堰２　東から

Ｂ地区　溝４　堰２　北列

Ｂ地区　溝４　堰２　北から
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Ｂ地区　溝４　堰３　北から

Ｂ地区　溝４　堰３　南から
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Ｂ地区　第１群の遺物分布状況　東から

Ｂ地区　建物１ほかと第２群の遺物分布状況　南から
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Ｂ地区　建物１　西から

Ｂ地区　建物１　南西から
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Ｂ地区　建物２　柱穴５　西から

Ｂ地区　建物２　柱穴３　南東から Ｂ地区　建物２　柱穴４　南から

Ｂ地区　建物２　北から

Ｂ地区　建物２　柱穴１　南東から
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Ｂ地区　土器棺墓１　土器棺の内部 (１)

Ｂ地区　土器棺墓１　南から Ｂ地区　土器棺墓１　東から

Ｂ地区　土器棺墓１　土器棺の内部 (２)

Ｂ地区　土器棺墓１　西から
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Ｂ地区　土器棺墓２・同３・同４　南から

Ｂ地区　建物１と土器棺墓２・同３・同４　西から
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Ｂ地区　土器棺墓２　埋土除去後の状況

Ｂ地区　土器棺墓２　東から Ｂ地区　土器棺墓２　埋土の状況　北から

Ｂ地区　土器棺墓２　土器棺取上後の状況

Ｂ地区　土器棺墓２　南から
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Ｂ地区　土器棺墓３　埋土の状況

Ｂ地区　土器棺墓３　西から Ｂ地区　土器棺墓３　南から

Ｂ地区　土器棺墓３　埋土除去後の状況

Ｂ地区　土器棺墓３　西から



図
版
68

Ｂ地区　土器棺墓４　埋土除去後の状況

Ｂ地区　土器棺墓４　東から Ｂ地区　土器棺墓４　北東から

Ｂ地区　土器棺墓４　土器棺除去後の状況

Ｂ地区　土器棺墓４　南西から



図
版
69

Ｂ地区　土器棺墓６・同５・焼土６・同７　北から

Ｂ地区　土器棺墓５と焼土６　北東から
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Ｂ地区　土器棺墓５　西から

Ｂ地区　土器棺墓６　北から
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Ｂ地区　土壙墓１ほか　北から

Ｂ地区　土坑１～４ほか　南東から
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164-1 164-3164-2

164-4

166-3

164-6

Ｂ地区　土坑４　出土遺物（Ｓ.≒1/3）

Ｂ地区　第１・第２遺構面ほか上層　出土遺物（Ｓ.≒1/3　但し 164-8 はＳ.≒2/3）

Ｂ地区　溝４　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）

164-5 164-7

165-1

164-8

166-1

166-4 166-2
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167-5

168-7

167-6

168-8

169-17168-10

Ｂ地区 溝４　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/5）

168-9

168-11

169-13168-12

169-14

169-15 169-16
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169-18

170-20

169-19 171-29

170-21

170-22

170-23

171-28170-24

170-25

171-26

171-27

Ｂ地区　溝４　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/5　但し 169-18 はＳ.≒1/8）
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171-30

172-35171-31

172-32

172-34

Ｂ地区　溝４　出土遺物（４）（Ｓ.≒1/5）

172-33

173-36 173-37 173-38173-39
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174-40

174-45

174-41 174-44

174-43

174-42 174-46 174-47

175-48

175-49 175-51

175-50

Ｂ地区　溝４　出土遺物（５）（Ｓ.≒1/5）
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175-54

176-58

175-55

175-53

175-56

175-52

175-57

176-60

176-59

176-61

176-63 176-64

176-62

Ｂ地区　溝４　出土遺物（６）（Ｓ.≒1/5）
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177-72

177-71

177-67 177-68

177-69 177-70

176-65

177-73 177-75

177-76

177-78

177-77

Ｂ地区 溝４　出土遺物（７）（Ｓ.≒1/5）
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Ｂ地区　土器棺墓３　出土遺物（Ｓ.≒1/3）

179-3

土器棺墓３
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Ｂ地区　土器棺墓４　出土遺物（Ｓ.≒1/3）

180-5

180-4

土器棺墓４
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）

182-1

182-2

182-3

182-6

183-7

183-8

183-9 183-10

184-14

184-13183-12183-11

182-4 182-5
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3）

184-15

185-16

186-20

185-18

186-22

186-21

186-23

185-17

185-19
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/3）

187-30

188-31

188-38188-37188-36 188-39

187-27 187-28

187-29

188-40

188-35188-34188-33

186-24

187-25 187-26

188-32
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（４）（Ｓ.≒1/3）

189-48 189-49

189-55189-54

189-53

189-56

189-45 189-46
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189-43

189-57

189-52189-51

189-50

189-44

188-41 189-42
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第１群　出土遺物（５）（Ｓ.≒1/3　但し 190-58 ～ 64 はＳ.≒1/2）

191-65 191-66

192-72191-71191-70
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190-63 190-64190-60

191-69191-68
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190-61

190-58

190-59
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）

194-8 194-9

195-10

193-3

194-5

194-6

193-4

194-7

193-2193-1



図
版
89

Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3）

197-24 197-26
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197-19

195-11
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197-22

197-25197-23

197-20

195-13

195-12

196-17

196-15196-14
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第２群　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/3　但し197-27～ 29・199-38～ 39はＳ.≒1/2）

198-34
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197-28

198-32

199-37 199-36199-39

198-35

197-29

197-27

198-33

198-31198-30

Ｂ地区　第３遺構面直上　第３群　出土遺物（Ｓ.≒1/3　但し 201-9 はＳ.≒1/2）
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第４群　出土遺物（Ｓ.≒1/3　但し 204-13 ～ 15 はＳ.≒1/2）
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）

207-9206-8
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206-6

206-5

205-4205-3
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（２）（Ｓ.≒1/3）

208-16

208-15

208-14

208-13207-11

207-12207-10
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/3）

210-22

210-20

210-21

209-19

210-23

209-18

209-17



図
版
95

Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（４）（Ｓ.≒1/3）

212-31212-30 212-32 212-33 212-34

212-35 212-36

212-37 212-38

211-28 212-29

211-26

211-27211-25211-24
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Ｂ地区　第３遺構面直上　第５群　出土遺物（５）（Ｓ.≒1/3　但し 212-39 ～ 41 はＳ.≒1/2）

214-49214-48

214-47

214-50 214-51 214-52

213-45212-42 213-46

213-43 213-44212-41212-40212-39



図
版
97

Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（１）（Ｓ.≒1/3）

216-9215-8 216-10

216-11 216-12 216-13 216-14

216-15 216-16 216-17 216-18

215-6215-5

215-7

215-4215-3215-2

215-1
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Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（２）
（Ｓ.≒1/3　但し 217-28 ～ 30・218-32 ～ 38 はＳ.≒1/2、217-31 はＳ.≒1/1）
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Ｂ地区　第３遺構面直上　出土遺物（３）（Ｓ.≒1/3）
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220-48220-49
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