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は　し　が　き

　広島に原子爆弾が投下されてから今年で 75 年になります。その間、多くの人の尽力により、広

島は復興を遂げ、人口 119 万人を数えるまでに成長しました。同時に 75 年という歳月は原子爆

弾投下前の広島を知る人々の減少をもたらし、近年は被爆の記憶の継承が大きな課題としてクロー

ズアップされるようになってきました。

　そうした中で広島平和記念資料館本館の耐震工事に伴い、今回の調査が行われました。調査中に

も、平和記念資料館の展示を見てこられたはずの来館された方々から「ここには町があったんです

か」という問いかけが何度もありました。

　調査では、被爆時の惨状と被爆前の街並みや人々の生活の痕跡が見つかりました。さらに、広島

城築城期までさかのぼる人々の生活の痕跡をも確認することができ、広島市域では初めての城下町

の本格的な発掘調査事例となりました。広島城築城から被爆時まで約 350 年間、人々が町の歴史

を紡いできた痕跡の確認は、現在、公園になっているこの地の被爆も含めた重層的な記憶の継承に

資することであると考えます。

　本報告書が一人でも多くの方に活用され、被爆の記憶を継承し、この地域の歴史を理解する一助

となれば幸いです。また、特に被爆時の遺構については、基礎のみが残り、用途が分からないもの

もあります。当時のことをご存じの方がいらっしゃいましたら、情報をお寄せいただけると幸甚で

す。

　最後になりましたが、この調査にあたり、ご協力いただきました関係諸機関と関係者の皆様、な

らびに調査に従事していただいた作業員の皆様に、厚くお礼申し上げます。

令和 2 年（2020）3 月

 

公益財団法人広島市文化財団 文化科学部 文化財課



例　　　　　言

１．本書は、広島市中区中島町における国重要文化財広島平和記念資料館耐震工事に伴い、平成

　　27 年度から平成 31 年度にかけて実施した名勝平和記念公園内遺跡 広島平和記念資料館本館

　　下地点の発掘調査報告書である。

２．発掘調査は広島市市民局国際平和推進部平和推進課から委託を受け、公益財団法人広島市文化

　　財団文化科学部文化財課が実施した。

３．現地調査は平成 27 年 11 月 16 日から平成 29 年 3 月 31 日まで行った。

４．本書の執筆・編集は田村規充・桾木敬太が行った。

５．遺構の実測及び写真撮影は、荒川正己・大室謙二・田村・池本和弘・桾木が行った。遺物の実

　　測・製図・写真撮影は田村・桾木・荒川美緒・岩崎芳枝・菅原彰子・村田智子が行い、一部を

　　特定非営利活動法人広島文化財センターに委託した。

６．遺構の 3D 測量は株式会社計測リサーチコンサルタントに委託した。その成果を基に図化は

　　荒川正己・田村・桾木が実施した。

７．第 1 図は国土地理院発行の 10,000 分の 1 地形図（平和公園）を複製して使用した。

８．付図編における基準点のデータは下記のとおりである。

　　　基準点 1（KT1）　X= － 178385.577　Y=26269.749

　　　基準点 2（KT2）　X= － 178367.577　Y=26212.870

　　　基準点 3（KT3）　X= － 178347.843　Y=26240.559

　　　基準点 4（KT4）　X= － 178362.218　Y=26282.638

９．本書に使用した挿図の方位は方眼北である。

10．遺物の科学分析は、日鉄住金テクノロジー株式会社（鉄成分分析）、株式会社パレオ・ラボ（放

　　射性炭素年代測定・樹種同定・蛍光 X 線分析・X 線回折分析・砂粒分析・瓶内容物分析・植

　　物遺体分析・炭化物同定等）に委託した。

11．動物遺存体の分析は広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門　石丸恵利子氏に、人骨の分析

　　は特定非営利活動法人人類学研究機構に依頼した。



12．本書に使用した遺構の略記号は下記のとおりである。

　SB：建物跡・民家町屋敷地　SC: コンクリート・モルタル構造物　SF: 土間・三和土面

　SW：石垣・石列等　SD：溝状遺構　SK: 土坑　P：柱穴等　SX：その他

13．本書では、被爆面から順に遺構番号を付けており、時期の新しいものから古いものへと順に

　　記述を行っている。そのため、本遺跡で設定した想定時期も第 1 期が最も新しく、第 7 期が

　　最も古い時期になる。遺構番号はグリッドで設定した区域に基づいて、冠に区域名、後に遺構

　　名を付けている。例えば「〇区 SK1」という形で表すため、SK1 も複数存在する。

14．本文中に登場する人物名は、引用文の著者及び聞き取りを行った人物については敬称を記し

　　ているが、それ以外の人物については史上の人物として敬称を省略している。

15．土層断面図及び土器の色調は『新版標準土色帖』（日本色研事業株式会社発行）に拠った。　

16．本発掘調査で得られた資料は、広島市教育委員会から委託を受けて、公益財団法人広島市文

　　化財団文化科学部文化財課において保管している。



目　　　　　次
第１分冊・本文編

Ⅰ　はじめに………………………………………………………………………………………………… 1
Ⅱ　位置と環境……………………………………………………………………………………………… 3
Ⅲ　遺構と遺物……………………………………………………………………………………………… 9
　１　調査の概要…………………………………………………………………………………………… 9
　２　基本層序……………………………………………………………………………………………… 9
　３　被爆面の遺構……………………………………………………………………………………… 10
　４　近代の遺構………………………………………………………………………………………… 28
　５　近世の遺構………………………………………………………………………………………… 53
　６　墓地………………………………………………………………………………………………… 68
　７　遺物………………………………………………………………………………………………… 74
Ⅳ　自然科学的分析………………………………………………………………………………………374
　１　土坑から出土したガラス瓶の内容物……………………………………………………………375
　２　出土炭化物の同定…………………………………………………………………………………380
　３　出土鉄製品の科学分析……………………………………………………………………………384
　４　炉跡から検出された砂粒物分析…………………………………………………………………399
　５　金属製缶内の赤色物質の蛍光X線分析… ………………………………………………………408
　６　放射性炭素年代測定………………………………………………………………………………411
　７　出土木材の樹種同定………………………………………………………………………………419
　８　黒色物質の同定……………………………………………………………………………………422
　９　白色土塊の蛍光X線分析およびX線回折分析… ………………………………………………424
　10………墓壙棺内出土大型植物遺体の同定… ……………………………………………………………426
　11………寄生虫卵分析… ……………………………………………………………………………………428
　12………動物遺存体の分析… ………………………………………………………………………………429
　13………名勝平和記念公園内遺跡出土の人骨… …………………………………………………………457
Ⅴ　考察……………………………………………………………………………………………………476
　１　遺構の時期と変遷…………………………………………………………………………………476
　２　墓地遺構の時期と変遷……………………………………………………………………………484
　３　誓願寺について……………………………………………………………………………………485
　４　缶詰工場について…………………………………………………………………………………487
　５　砂が充満する溝状遺構について…………………………………………………………………489
　６　A9区出土の縫い針について………………………………………………………………………490
　７　結び…………………………………………………………………………………………………490



挿　図　目　次

第 １ 図　周辺主要遺跡分布図……………………………………………………………………………… 5
第 ２ 図　発掘調査区割図…………………………………………………………………………………137
第 ３ 図　C2・3区土層断面図……………………………………………………………………………138
第 ４ 図　A3区土層断面図… ……………………………………………………………………………138
第 ５ 図　A4区土層断面図… ……………………………………………………………………………140
第 ６ 図　A6区土層断面図… ……………………………………………………………………………140
第 ７ 図　A8区土層断面図… ……………………………………………………………………………142
第 ８ 図　B8区土層断面図… ……………………………………………………………………………144
第 ９ 図　C3区土層断面図… ……………………………………………………………………………144
第 10 図　D8区土層断面図… ……………………………………………………………………………144
第 11 図　A4区 SB1 地下室実測図… ……………………………………………………………………146
第 12 図　A4区 SK1 実測図… ……………………………………………………………………………146
第 13 図　A3区 SX1 実測図………………………………………………………………………………148
第 14 図　B1区 SK1 実測図… ……………………………………………………………………………148
第 15 図　A9区 SB1 実測図… ……………………………………………………………………………150
第 16 図　B1区 SK2 実測図… ……………………………………………………………………………152
第 17 図　B1区 SK2 遺物検出実測図… …………………………………………………………………154
第 18 図　C6区 SB2 平面図… ……………………………………………………………………………156
第 19 図　C6区 SB2 平面図 2・断面図… ………………………………………………………………158
第 20 図　A4区 SK3・4断面図… ………………………………………………………………………160
第 21 図　C5区 SB1 風呂基礎実測図… …………………………………………………………………160
第 22 図　A3区 SK3 実測図… ……………………………………………………………………………161
第 23 図　D8区防空壕実測図… …………………………………………………………………………161
第 24 図　A8区 SW1実測図………………………………………………………………………………162
第 25 図　B8区炉跡 1実測図… …………………………………………………………………………163
第 26 図　C5区 SK6･7 実測図……………………………………………………………………………164
第 27 図　C9区井戸 1実測図… …………………………………………………………………………164
第 28 図　C6区 SK8 実測図… ……………………………………………………………………………165
第 29 図　C6～ 9区堀石垣立面図… ……………………………………………………………………166
第 30 図　A8区 SD2 実測図………………………………………………………………………………168
第 31 図　D3区 SW1関連遺構実測図 1…………………………………………………………………170
第 32 図　D3区 SW1関連遺構実測図 2…………………………………………………………………172
第 33 図　C3区 SW2実測図………………………………………………………………………………174
第 34 図　A5区墓 47実測図………………………………………………………………………………175



第 35図　陶磁器実測図（1）………………………………………………………………………………223
第 36 図　陶磁器実測図（2）………………………………………………………………………………224
第 37 図　陶磁器実測図（3）………………………………………………………………………………225
第 38 図　陶磁器実測図（4）………………………………………………………………………………226
第 39 図　陶磁器実測図（5）………………………………………………………………………………227
第 40 図　陶磁器実測図（6）………………………………………………………………………………228
第 41 図　陶磁器実測図（7）………………………………………………………………………………229
第 42 図　陶磁器実測図（8）………………………………………………………………………………230
第 43 図　陶磁器実測図（9）………………………………………………………………………………231
第 44 図　陶磁器実測図（10）… …………………………………………………………………………232
第 45 図　陶磁器実測図（11）… …………………………………………………………………………233
第 46 図　陶磁器実測図（12）… …………………………………………………………………………234
第 47 図　陶磁器実測図（13）… …………………………………………………………………………235
第 48 図　陶磁器実測図（14）… …………………………………………………………………………236
第 49 図　陶磁器実測図（15）… …………………………………………………………………………237
第 50 図　陶磁器実測図（16）… …………………………………………………………………………238
第 51 図　陶磁器実測図（17）… …………………………………………………………………………239
第 52 図　陶磁器実測図（18）… …………………………………………………………………………240
第 53 図　陶磁器実測図（19）… …………………………………………………………………………241
第 54 図　陶磁器実測図（20）… …………………………………………………………………………242
第 55 図　陶磁器実測図（21）… …………………………………………………………………………243
第 56 図　陶磁器実測図（22）… …………………………………………………………………………244
第 57 図　陶磁器実測図（23）… …………………………………………………………………………245
第 58 図　陶磁器実測図（24）… …………………………………………………………………………246
第 59 図　陶磁器実測図（25）… …………………………………………………………………………247
第 60 図　陶磁器実測図（26）… …………………………………………………………………………248
第 61 図　陶磁器実測図（27）… …………………………………………………………………………249
第 62 図　陶磁器実測図（28）… …………………………………………………………………………250
第 63 図　陶磁器実測図（29）… …………………………………………………………………………251
第 64 図　陶磁器実測図（30）… …………………………………………………………………………252
第 65 図　陶磁器実測図（31）… …………………………………………………………………………253
第 66 図　陶磁器実測図（32）… …………………………………………………………………………254
第 67 図　陶磁器実測図（33）… …………………………………………………………………………255
第 68 図　陶磁器実測図（34）… …………………………………………………………………………256
第 69 図　陶磁器実測図（35）… …………………………………………………………………………257
第 70 図　陶磁器実測図（36）… …………………………………………………………………………258



第……71……図　陶磁器実測図（37）… ………………………………………………………………………259
第……72……図　陶磁器実測図（38）… ………………………………………………………………………260
第……73……図　陶磁器実測図（39）… ………………………………………………………………………261
第……74……図　陶磁器実測図（40）… ………………………………………………………………………262
第……75……図　陶磁器実測図（41）… ………………………………………………………………………263
第……76……図　陶磁器実測図（42）… ………………………………………………………………………264
第……77……図　陶磁器実測図（43）… ………………………………………………………………………265
第……78……図　陶磁器実測図（44）… ………………………………………………………………………266
第……79……図　陶磁器実測図（45）… ………………………………………………………………………267
第……80……図　陶磁器実測図（46）… ………………………………………………………………………268
第……81……図　陶磁器実測図（47）… ………………………………………………………………………269
第……82……図　陶磁器実測図（48）… ………………………………………………………………………270
第……83……図　陶磁器実測図（49）… ………………………………………………………………………271
第……84……図　陶磁器実測図（50）… ………………………………………………………………………272
第……85……図　陶磁器実測図（51）… ………………………………………………………………………273
第……86……図　陶磁器実測図（52）… ………………………………………………………………………274
第……87……図　陶磁器実測図（53）… ………………………………………………………………………275
第……88……図　陶磁器実測図（54）… ………………………………………………………………………276
第……89……図　土師質・瓦質土器実測図（1）… ……………………………………………………………277
第……90……図　土師質・瓦質土器実測図（2）… ……………………………………………………………278
第……91……図　土師質・瓦質土器実測図（3）… ……………………………………………………………279
第……92……図　土師質・瓦質土器実測図（4）… ……………………………………………………………280
第……93……図　土師質・瓦質土器実測図（5）… ……………………………………………………………281
第……94……図　土師質・瓦質土器実測図（6）… ……………………………………………………………282
第……95……図　土師質・瓦質土器実測図（7）… ……………………………………………………………283
第……96……図　土師質・瓦質土器実測図（8）… ……………………………………………………………284
第……97……図　土師質・瓦質土器実測図（9）… ……………………………………………………………285
第……98……図　土師質・瓦質土器実測図（10）… …………………………………………………………286
第……99……図　土師質・瓦質土器実測図（11）… …………………………………………………………287
第…100…図　土師質・瓦質土器実測図（12）… …………………………………………………………288
第…101…図　ガラス製品実測図（1）………………………………………………………………………289
第…102…図　ガラス製品実測図（2）………………………………………………………………………290
第…103 図　瓦実測図（1）… ………………………………………………………………………………291
第 104 図　瓦実測図（2）… ………………………………………………………………………………292
第 105 図　瓦実測図（3）… ………………………………………………………………………………293
第 106 図　瓦実測図（4）… ………………………………………………………………………………294



第 107 図　瓦実測図（5）… ………………………………………………………………………………295
第 108 図　その他瓦刻印集… ……………………………………………………………………………296
第 109 図　煉瓦実測図（1）… ……………………………………………………………………………297
第 110 図　煉瓦実測図（2）… ……………………………………………………………………………298
第 111 図　煉瓦実測図（3）… ……………………………………………………………………………299
第 112 図　煉瓦実測図（4）… ……………………………………………………………………………300
第 113 図　煉瓦実測図（5）・タイル実測図（1）………………………………………………………301
第 114 図　タイル実測図（2）… …………………………………………………………………………302
第 115 図　タイル実測図（3）… …………………………………………………………………………303
第 116 図　タイル実測図（4）… …………………………………………………………………………304
第 117 図　タイル実測図（5）… …………………………………………………………………………305
第 118 図　土管実測図（1）… ……………………………………………………………………………306
第 119 図　土管実測図（2）・その他出土物実測図（1）………………………………………………307
第 120 図　その他出土物実測図（2）… …………………………………………………………………308
第 121 図　その他出土物実測図（3）・銭貨拓本（1）…………………………………………………309
第 122 図　銭貨拓本（2）… ………………………………………………………………………………310
第 123 図　銭貨拓本（3）… ………………………………………………………………………………311
第 124 図　銭貨拓本（4）… ………………………………………………………………………………312
第 125 図　銭貨拓本（5）… ………………………………………………………………………………313
第 126 図　銭貨拓本（6）… ………………………………………………………………………………314
第 127 図　銭貨拓本（7）… ………………………………………………………………………………315
第 128 図　銭貨拓本（8）… ………………………………………………………………………………316
第 129 図　銭貨拓本（9）・金属製品実測図（1）………………………………………………………317
第 130 図　金属製品実測図（2）… ………………………………………………………………………318
第 131 図　金属製品実測図（3）… ………………………………………………………………………319
第 132 図　金属製品実測図（4）… ………………………………………………………………………320
第 133 図　木製品実測図（1）… …………………………………………………………………………321
第 134 図　木製品実測図（2）… …………………………………………………………………………322
第 135 図　木製品実測図（3）… …………………………………………………………………………323
第 136 図　木製品実測図（4）… …………………………………………………………………………324
第 137 図　木製品実測図（5）… …………………………………………………………………………325
第 138 図　木製品実測図（6）… …………………………………………………………………………326
第 139 図　木製品実測図（7）… …………………………………………………………………………327
第 140 図　木製品実測図（8）… …………………………………………………………………………328
第 141 図　木製品実測図（9）… …………………………………………………………………………329
第 142 図　木製品実測図（10）… ………………………………………………………………………330



第 143 図　木製品実測図（11）… ………………………………………………………………………331
第 144 図　石造物等実測図（1）… ………………………………………………………………………339
第 145 図　石造物等実測図（2）… ………………………………………………………………………340
第 146 図　石造物等実測図（3）… ………………………………………………………………………341
第 147 図　石造物等実測図（4）… ………………………………………………………………………342
第 148 図　石造物等実測図（5）… ………………………………………………………………………343
第 149 図　石造物等実測図（6）… ………………………………………………………………………344
第 150 図　石造物等実測図（7）… ………………………………………………………………………345
第 151 図　石造物等実測図（8）… ………………………………………………………………………346
第 152 図　石造物等実測図（9）… ………………………………………………………………………347

付　表　目　次
第…１…表　遺構観察表……………………………………………………………………………………… 83
第…２…表　墓観察表…………………………………………………………………………………………125
第…３…表　陶磁器観察表……………………………………………………………………………………176
第…４…表　土師質・瓦質土器観察表………………………………………………………………………199
第…５…表　ガラス製品観察表………………………………………………………………………………207
第…６…表　瓦観察表…………………………………………………………………………………………208
第…７…表　煉瓦観察表………………………………………………………………………………………209
第…８…表　タイル観察表……………………………………………………………………………………210
第…９…表　土管観察表………………………………………………………………………………………212
第 10 表　その他出土物観察表……………………………………………………………………………213
第 11 表　銭貨観察表………………………………………………………………………………………214
第 12 表　金属製品観察表…………………………………………………………………………………217
第 13 表　木製品観察表……………………………………………………………………………………219
第 14 表　石造物等観察表…………………………………………………………………………………332
第 15 表　その他被爆遺物等観察表………………………………………………………………………348
第 16 表　保存処理金属製品観察表………………………………………………………………………359



─　1　─

Ⅰ　はじめに

　広島市市民局国際平和推進部平和推進課（以下「平和推進課」とする）は、国の重要文化財であ

る広島平和記念資料館の耐震改修工事を計画し、広島市市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担

当（以下「文化振興課」とする）に工事区域内における文化財等の有無の照会を行った。工事区域

内をはじめとする平和記念公園の地表下には、被爆時の街並みが遺存する可能性があることが知ら

れており、平和推進課は平成 25 年 11 月に、文化庁に対し、名勝の現状変更と遺構の存在の確認

を目的とする試掘を行うことを内容の一部とする申請を行った。

　文化振興課は平成 26 年 1 月から 3 月の間に遺構の存在を確認する試掘調査を行い、被爆当時の

遺構等の存在を確認した。遺構等の取扱いについて文化庁と協議したところ、本館の外観を維持し

たまま耐震改修を行うためには本館地下を掘削し免震装置を設置せざるをえないことから、遺構等

については記録保存の措置をとることとなった。

　そこで、平和推進課は平成 27 年 3 月に公益財団法人広島市文化財団（以下「文化財団」とする）

に発掘調査の実施を依頼した。これを受け文化財団文化科学部文化財課（以下「文化財課」とする）

は、現地調査を平成 27 年 11 月 16 日から平成 28 年 4 月 28 日まで及び平成 28 年９月５日から

平成 29 年 3 月 31 日まで実施した。整理作業及び報告書作成は、文化財課が平成 29 年４月１日

から令和２年 3 月 31 日にかけて実施した。

発掘調査の関係者は以下のとおりである。
　　調査委託者　　広島市（市民局国際平和推進部平和推進課）

　　調査主体　　　公益財団法人広島市文化財団

　調査担当課　　公益財団法人広島市文化財団文化科学部文化財課
　　調査関係者　　堀内　雅晴　理事長（平成 27・28 年度）

　　　　　　　　　藤岡　賢司　常務理事（平成 27・28 年度）理事長（平成 29 年度）

　　　　　　　　　円奈　勝治　理事長（平成 30・31 年度）

　　　　　　　　　福永　修　　常務理事（平成 27 ～ 31 年度）

　　　　　　　　　浜中　典明　常務理事（平成 27・28 年度）

　　　　　　　　　中田　英樹　常務理事（平成 27・28 年度）

　　　　　　　　　住田　雄二　常務理事（平成 29 年度）

　　　　　　　　　香川　寛治　常務理事（平成 29・30 年度）

　　　　　　　　　大森　寛　　常務理事（平成 29 ～ 31 年度）

　　　　　　　　　田原　範朗　常務理事（平成 30・31 年度）

　　　　　　　　　山地　正宏　常務理事（平成 31 年度）

　　　　　　　　　高野　和彦　文化科学部長（平成 27・28 年度）

　　　　　　　　　江崎　一博　文化科学部長（平成 29 ～ 31 年度）

　　　　　　　　　沼田　有史　文化財課長（平成 27 年度）



─　2　─

　　　　　　　　菊楽　肇　　文化財課長（平成 28 ～ 31 年度）

　　　　　　　　高下　洋一　文化財課主任（平成 27 ～ 29 年度）課長補佐（平成 30 ～ 31 年度）

　調　査　者　　荒川　正己　主任学芸員（平成 27 ～ 29 年度）

　　　　　　　　田村　規充　主任学芸員（平成 27 ～ 31 年度）

　　　　　　　　大室　謙二　主任学芸員（平成 28・29 年度）

　　　　　　　　池本　和弘　学芸員（平成 27 年度）

　　　　　　　　桾木　敬太　学芸員（平成 27 ～ 30 年度）主任学芸員（平成 31 年度）

調査補助員（50音順）
　　　植木真澄　植田照三　植田敏則　内田勝義　大嶋重信　大嶋忠久　岡田博義　岡本真澄

　　　奥文雄　香川和信　加藤恒子　角和夫　金川映子　川上ひろみ　川本寿美江　川本博久

　　　熊谷公徳　桑原晴美　五石喜満　古寺正次　後藤研一　正圖正暁　杉原克栄　高野茂樹

　　　田中実　坪本裕志　寺田誠　戸田絵己　土井博之　長尾由美子　中川ゆみ　西田英明　

　　　畠岡秀夫　原みゆき　原田月美　平本幸一　深井由佳　藤本敏之　舛田愛子　松井敏美

　　　宮下洋昭　宮地翔太　宮地美穂　森隆幸　守岡宏明　森田美恵子　柳田志信　山田岳央

　　　山本ひろみ

整理作業員（50音順）
　　　佐伯ひとみ　菅原彰子　住川香代子　橋本礼子　松田香織　村田智子

　なお、平和推進課、文化振興課、広島平和記念資料館の方々には、調査を円滑に進めるに当たっ

て多大なご配慮とご協力をいただいた。また、調査にあたっては文化財団埋蔵文化財調査指導委員

である広島大学藤野次史氏、野島永氏、県立広島大学鈴木康之氏、比治山大学安間拓巳氏のほか、

東京大学堀内秀樹氏、尚美学園大学櫻井準也氏、奈良文化財研究所高妻洋成氏、呉市文化財保護委

員会松下宏氏、佐賀県立九州陶磁文化館徳永貞紹氏、佐賀市教育委員会三代俊幸氏、瀬戸蔵ミュー

ジアム岩井理氏、常滑陶の森資料館小栗康寛氏、長崎市原爆被爆対策部被爆継承課、日本工業大学

平柳恵作氏、兵庫県立考古博物館深井明比古氏、東京都埋蔵文化財センター両角まり氏、慶應大学

民族学考古学研究室井畝良太氏、青山学院大学大学院梶木理央氏、有田町歴史民俗資料館、三石耐

火煉瓦株式会社、株式会社 Danto Tile、萬国製針株式会社、株式会社マルト、ナガセケンコー株式

会社、福原茂樹氏、今中圭介氏、山迫裕三氏、中島地区元住民の方々（順不同）から貴重なご指導・

ご助言をいただいた。ここに記して謝意を表したい。　　
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Ⅱ　位置と環境

１．自然的・地理的環境

　名勝平和記念公園内遺跡 広島平和記念資料館地点は、広島市中区中島町に所在する。中島町は、

広島県の南西部を占める広島市域の南部に位置している。

　中島町は中国山地に端を発し、北から南へ流れる太田川（本川）から東側へ元安川が分岐し、そ

の両川に挟まれて形成された三角州の北側に所在する。太田川下流域には現状で大きく 5 つの三

角州があり、本遺跡はその中央の州に位置する。広島城が所在する州の西隣の州にあたる。現在の

州の規模は、北端の中島町から南端まで 4.4 ㎞、東西は遺跡所在地で 0.34 ㎞、最大箇所で 1.1 ㎞

である。しかし、元安川を挟んで本遺跡のほぼ対岸に位置する白神社や旧国泰寺愛宕池に残る岩礁

が、広島城築城時の海岸線とされており、本遺跡も当時は海岸線に近い場所であったことが想定で

きる。現在の標高では、河岸の堤防を除き、太田川（本川）と元安川の分岐点である三角州の北端

は約 5m で、本遺跡付近は約 3m であり、三角州はおおむね南へ向かって緩やかに傾斜している。

２．歴史的環境

近世

　天正 17 年（1589）、「五ケ村」と呼ばれていた広島湾頭の三角州の一つに毛利輝元が広島城の

築城を開始した。2 年後に輝元は入城したが、城は未完であり、その後も工事が続けられ、慶長 4

年（1599）に落成したとされる。それに伴い、城下町の建設も進められており、「尾道町」・「平田

屋町」など、毛利氏時代に始まったとの伝承が残る町はいくつもある 1）。

　本遺跡が所在する「材木町」は、『知新集』に「むかしより材木を商ふものあまた居住す」と町

名の由来については記されるが、町が開かれた年代については触れられていない。絵図を見ると毛

利氏時代の広島城下を描いたとされる『芸州広嶋城町割之図』では「町すし（じ）」として記載さ

れる。また、材木町筋と想定される道路も既に描かれており、城下町建設当初から、計画的な町割

に基づいて材木町が発展していったことがうかがえる。毛利氏時代に町が開かれ、それほど間をあ
けない時期に町名も名づけられたと考えられるが、景観年代が寛永前期頃と想定されている『寛永

年間広島城下図』には「材木丁」と記載されており、史料的には寛永期まで遡れる。

　材木町には伝福寺・妙法寺・淨圓寺・誓願寺・慶藏院・安樂院といった寺院が立ち並ぶ。ただし

『知新集』には誓願寺・慶藏院・安樂院は天神町の寺院として記載されている。これは、近世には

慶藏院のある町区画の北側の材木町筋と天神町筋を東西につなげる小路から南側は材木町筋沿いで

あっても、天神町域であったためで、明治 15 年（1882）1 月に天神町の一部と広瀬村の飛び地を

合併して、近代の材木町域の再編が行われている 2）。ここでは、近代以降の材木町域で話を進めた

い。誓願寺の本尊阿弥陀如来の『縁起』3）には、「開山惠空愚伝上人 以天正十八庚寅歳 攸此処定境

東西八十間南北六十間　苅葦蘆之林　埋泥土之深　既而創建堂　安置弥陀仏像」とあり、『知新集』
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ではそれに基づき「天正十八年庚寅十月当寺を開基す、それより前　此ところ　いまた蘆原沼なと

なりけるに小舟を棹さし　寺地を見立　東西八十間南北六十間の傍示をさし　其後おひおひ地形を

あけ　つひに一宇草創せしと也」と記している。また淨圓寺も『知新集』には「毛利殿時　了空廿

六才の春　父子とも当地へ出　寺地をたまハりしに 其地市中をはなれけれハことわりて其地をか

へし　即今の地を買とり一宇建立して淨圓寺と称す　されとも年貢地なりけるを 慶長年中福島殿

の時はしめて諸役免除の地となりけるよし申伝ふ　されハ御当家御入国より以前の寺なる事ハうた

かひなく」とあり、いずれも毛利氏の統治時の開基と伝わっている。『知新集』では、妙法寺は「当

寺 往古は高宮郡福田村にありしを 福島殿の時 当地へ移され」と、慶藏院は「慶藏院当地開基の後 

慶藏坊とも云けるか 元和五年旧記にハ 中嶋慶藏坊とミえたり」と、伝福寺は「開基詳ならす 縁由

分りかたけれと古き寺とハミえ 元和五年の旧記にも中島伝福寺と出」と、安樂院は「当院 いつの

頃の開基と云事知かたきを 増香 元和三年遷化しぬれハ 慶長年間の事にもあらんか」とそれぞれ記

されている。いずれにせよ、元和 5 年（1619）までの福島氏統治時には寺院が集まる町になって

いたことがわかる。なお、誓願寺は『知新集』に「御巡検衆 諸侯方 当地御止宿の時出火なとあれ

は 当寺を御除所と定らる　かつ年ゝ宗旨判御改の時ハ 宗旨御奉行当寺に於て見届あり　又遊行上

人廻国 信濃善光寺来寺の度ゝ 当寺宿坊仰付られ」とあり、格の高い寺院であった。

　材木町は町組では中島組に属している。西国街道は福島氏統治時に城下に引き込まれたとされる

が、中島組では、材木町の北側に位置する中島本町内を東西に通り、東は元安橋、西は猫屋橋で隣

接する三角州へ通じている。中島組には、西国街道（中島の本通り）が通り、印判屋、紙商、小間

物屋、扱苧・鍋釜屋、酒屋などで賑わう「本町」、更紗染師や藩お抱えの刀鍛冶輝廣や廣隆が住む「天

神町」、木材加工を行う職人が集住することから名づけられた「木挽町」、藩の米蔵があり、藍絞染

師が住む「新町」、紺屋があり、藍絞染師や琴三味線胡弓細工師が住む「元柳町」が含まれる。また、

中島組ではないが南に隣接する水主町には、藩の船司が所在し、船頭や水主が集住していた。この

ような商工業の発展と本川、元安川に挟まれた立地もあいまって、中島組は太田川上流と広島湾か

らの物流拠点として賑わった。『広島町新開絵図』〔享保 13年（1728）〕には両川沿いに多くの雁

木が記され、『広島城下絵屏風』〔文化年間（1804 ～ 1818）頃〕には対岸も含めて雁木や船、蔵

の様子が描かれている。

　『知新集』には、材木町のデータとして家数 71 軒、竈数 150（本竈 29　借竈 121）、人数 585

人（男 273　女 312）、鍼治導引 4 人・大工 24 人・杮葺 5 人・木挽 6 人・左官 1 人・檜物師 2 人・

傘張 4 人と記されている。また、材木商の國久屋虎吉など、商人の名前も見え、商工の町として

栄えている様子がうかがえる。ちなみに天神町は人数 1466 人になっているが、先述の通り、近世

の町域に基づいており、この中に材木町筋沿いに住む人の数も多くはないが含まれている。また『芸

藩通志』では 74 戸 611 人と記されている。

　これまでの広島市域における近世遺跡の調査は主に広島城跡に関わるものに限られていた。その

中で城郭関連遺構のみではなく、県庁前地点・基町高校グラウンド地点・太田川河川事務所地点・

国保会館地点・法務総合庁舎地点・八丁堀地点・司法書士会館新築地点・上八丁堀地点など 4）では、

武家屋敷地の屋敷の礎石や柱穴、その境界の石列といった遺構や道路、溝、井戸、廃棄土坑、便所、
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第 1図　周辺主要遺跡分布図（S=1:10,000）
1. 本遺跡  2. 爆心地  3. 広島城跡紙屋町・大手町地点  4. 広島城跡県庁前地点  5. 広島城跡中央庭球場地点  

6. 広島城跡広島ビジネスタワー地点・八丁堀地点・太田川河川事務所地点  7. 広島城跡外郭櫓台跡  

8. 史跡広島城二の丸  9. 史跡広島城本丸  10. 広島城跡司法書士会館新築地点  11. 広島城跡法務総合庁舎地点

12. 広島城跡裁判所地点  13. 広島城跡国保会館地点  14. 広島城跡基町高校グラウンド地点

15. 広島城跡基町高校前交差点地点  16. 広島城跡西白島地点  17. 広島城跡城北駅北（旧西白島）

交差点地点（櫓跡）  18. 広島城跡城北駅北（旧西白島）交差点地点（外堀跡）
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地下室、池などを構成する遺構が確認されている。とはいえ、広島城城郭内にあたる遺跡のみの調

査であり、本遺跡は、広島市域で初の城下町の発掘調査事例となったのである。

近代

　近代に入り、明治 11 年（1878）には、広島県庁が水主町に移転してくる。明治 15 年（1882）

には、中島新町に広島区役所が移転し、明治 22 年（1889）の市制施行とともに市役所となる。

市役所は昭和 3 年（1928）、国泰寺町へ移転するまでこの地にあった。中島地区は広島の地方行

政の中心地になったのである。

　商業面で見ると、明治 2 年（1869）には天神町に戦前の広島で最大級の規模を持つ旅館である

天城旅館が創業する。中島本町には明治 15 年（1882）に中島集産場が、明治 25 年（1892）に

は勧商場が開業した。集産場や勧商場には店舗が集まり、寄席や芝居小屋、遊技場といった娯楽施

設も設けられた。映画が盛んになってきた明治末年には常設映画館として、集産場に世界館、勧商

場に喜楽館が開設された。中島本町の旧西国街道は、中島本通りと呼ばれ、多様な店舗や料理店が

集まっていた。明治 24 年（1891）発行の『大日本広島県著名商工業姓名録』から中島地区の業

種を列記すると以下のとおりになる。

砂糖並びに金平糖製造、金銀ゴム入歯師、昆布商、洋品商、洋和物品商、琴三味線並びに手遊、

蚊帳・足袋、酒、萬金物商、下駄商、煙草仲買兼小売、印判彫刻処、蒸菓子まんぢう、太物商、

張金商、回漕店、履物販売処、写真師、薬種商、小間物商、板材木商、西洋時計細工、諸国藍買

捌所、宇治銘茶卸商、時計販売商、箪笥・長持・萬塗物、針金製造卸、砂糖・素麺萬問屋、傘・

日傘類卸商、旅籠屋、塗物師

　記載されているものだけでも、実に多様な業種があることがわかる。こうした中島本通り沿いか

ら、元安川対岸の細工町・平田屋町へ至る本通り沿いは、多彩な商工業者が集まり、広島一の繁華

街として発展した。大正 13 年（1924）には中島本通りに市内初の共同照明であるすずらん灯が

設置され、昭和 4 年（1929）には鉄筋コンクリート造 3 階建ての大正屋呉服店が竣工する。

　金融面では、明治 12 年（1879）には第百四十六国立銀行が設立され、同年に本店を中島新町

に移転している。明治 30 年（1897）には廣島銀行に改称し、明治 41 年（1908）に元柳町に本

店を移転する。大正 9 年（1920）、合併を経て芸備銀行（現 広島銀行）となり、昭和 2 年（1927）

に紙屋町へ移転するまで元柳町に所在した。また、明治 32 年（1899）に中島本町で住友銀行広

島支店が、明治 38 年（1905）に水主町で日本銀行広島出張所が営業を開始し、住友銀行は昭和 3

年（1928）に紙屋町に、日本銀行は昭和 11 年（1936）に袋町に移転するまで当地に所在した。

　工業面でも、『広島県統計』などを見ると、酒造、印刷、紙器、コルク栓、塗料、メリヤス足袋、

銅器具など、中小規模の工場が記されている。比較的大きなものとしては、明治 31 年（1898）に、

加藤多市商店缶詰製造所が材木町に移転してくる。加藤多市は広島でも有数の実業家で、明治 42

年（1909）10 月の広島瓦斯株式会社（現 広島ガス株式会社）の設立にも関わり、設立当初の約

1 か月は材木町に本社が所在していた。また、明治 34 年（1901）には、天神町の青木瀧次郎商店

が製針機械を使用した近代的な針製造を開始した。

　インフラ整備面を見ると、上水道は軍用水道の整備とともに行われ、明治 31 年（1898）に竣工、
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翌年から広島市に給水が開始されている。広島市の下水道整備は明治 41 年（1908）に始まり、

大正 5 年（1916）に完成するが、中島地区では最も早い明治 42 年（1909）に竣工している。交

通面では道路や橋梁の整備が早くから進んでいるが、橋について見ると、本川橋は明治 30 年（1897）

に鉄製トラス橋に、元安橋も大正 10 年（1921）に鉄筋コンクリート製の橋に架け替えられた。

また明治 11 年（1878）には中島地区北端の通称「慈仙寺鼻」を経由する形で、元安川と本川に

相生橋が架けられた。大正元年（1912）には路面電車の開通に伴い、北側に電車専用橋が架けられ、

昭和 7 年（1932）には道路・電車軌道併用橋として架け替えられる。さらに、昭和 9 年（1934）

にはこの橋から中島本町へ延びる連絡橋が架けられ、「丁字橋」となり、昭和 15 年（1940）には

旧来の相生橋が完全に撤去された。明治 6 年（1873）には本川に中島新町から対岸へ渡る新大橋

が架けられ、大正 11 年（1922）には鉄筋コンクリート製の橋に架け替えられた。明治 7 年（1874）

には元安川に天神町から対岸へ渡る新橋が架けられ、大正 7 年（1918）には木製で架け替えられた。

この橋から西に向かうと誓願寺の門前に至る。明治 11 年（1878）には元安川に県庁に至る万代

橋が架けられ、大正 4 年（1915）には鋼鈑桁の橋に架け替えられた。

　このように政治経済の中心地として明治から大正期にかけて中島地区は栄える。しかし、明治

22 年（1889）の宇品港開港、明治 27 年（1894）の糸崎－広島間の山陽鉄道開通、大正元年（1912）

の路面電車開業に伴い物流や人の流れが変化し、賑わいが中島地区より東の八丁堀方面へと移動し

ていくことになる。とはいえ、被爆時まで広島有数の繁華街であったことは間違いない。

　中島本通りを中心に賑わう中で、材木町にも商店や中小工場が所在していたが、借家も含めて住

宅が多く、比較的下町の趣を残していたようである。妙法寺境内のかさもり大明神や誓願寺の広島

最大級の表大門、境内の亀や鯉のいる池や厳島神社、明治 44 年（1911）に庫裡を中心に開園し

た無得幼稚園などは信仰や遊びの場として、戦前を知る人々の記憶に残る場所である。大正 14 年

（1925）刊行の『廣島市史 第四巻』では材木町の規模について、戸数 290、人口 1,288 人と記さ

れている。

　これまでの広島市域における近代遺跡調査事例はそう多くない。広島城遺跡に伴い軍施設の遺構が

確認されたものや、広島大学霞キャンパス内の工事に伴う広島陸軍兵器補給廠（兵器支廠）関連遺構

の調査、広島大学附属学校部（翠地区）内の工事に伴う広島高等学校関連遺構の調査 5）が挙げられる。

　平和記念公園内では、平成 12 年（2000）に、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の建設に伴っ
て、被爆遺構の確認と資料約 4000 点の収集が行われた。調査では旧中島本町南東部と天神町北部
の天神町筋道路遺構やそれに沿った建物跡が確認され、中島地区の復元地図を元に建物の特定も行
われた 6）。また追悼平和祈念館敷地の樹木移植に伴い、旧元柳町地点で明治 41 年に廣島銀行本店

として建てられ、被爆時には森永製菓広島支店となっていた建物の煉瓦基礎が確認された。確認後

にこの遺構は埋め戻されている。平成 31 年・令和元年（2019）には、レストハウス（旧大正屋

呉服店）の改修工事に伴い調査が行われ、天神町筋の道路や被爆時の病院跡に関連する遺構やそれ

以前の近代・近世遺構も確認された。また令和元年には平和公園内に被爆遺構の展示施設を開設す

る目的で確認調査が行われ、天神町筋の道路や炭化材を伴う建物の遺構が確認されている。

　本遺跡の調査は広島市において、近世から近代、被爆時まで継続する町の遺構を対象に本格的な
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発掘調査を実施した初の事例となったのである。

現代

　第二次世界大戦後、焼け野原になった中島地区にはバラックが立ち並んだ。昭和 21 年（1946）

6 月からは県と市による整地・清掃作業、焼け跡からの金属回収が行われる。

　昭和 24 年（1949）8 月 6 日には、広島平和記念都市建設法が公布・施行される。これに基づ

いて、翌年から中島地区では丹下健三の設計による平和記念公園の整備が開始され、昭和 30 年

（1955）8 月頃に完成した。平和記念資料館は、昭和 26 年（1951）2 月に建設が開始され、昭和

30 年 8 月 6 日に竣工している。同じ昭和 30 年には、3 月に広島市公会堂が、6 月に平和記念館

が開館した。また、昭和 40 年（1965）4 月 1 日には、材木町をはじめ、中島地区の旧町名が正

式に廃止されている。平成元年（1989）7 月には、広島市公会堂の跡地に広島国際会議場が、平

成 6 年 (1994)6 月には平和記念館を改築し、平和記念資料館東館が開館している。そして、平成

18 年 (2006)7 月 5 日には平和記念資料館本館が戦後の建築物としては初めて国の重要文化財に、

平成 19 年（2007）2 月 6 日には平和記念公園が戦後に整備された公園としては初めて国の名勝
にそれぞれ指定された。

注

(1) 『知新集』文政 5 年（1822）
　  『芸藩通志』文政 8 年（1825）
(2) 広島市役所『廣島市史 第四巻』　1925 年
(3) 『縁起』  知新集の「誓願寺 阿弥陀如来」の項に掲載される。延宝 4 年（1676）頃、誓願寺七代住持職の純格

超然が記したものである。
(4) 財団法人広島市歴史科学教育事業団『広島城県庁前地点発掘調査報告』　1994 年
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Ⅲ　遺構と遺物

1　調査の概要

　本遺跡は太田川（本川）と元安川に挟まれた三角州の北側に所在する名勝平和記念公園内の広島

平和記念資料館本館の下に位置する。発掘調査は、資料館本館耐震工事とそれに伴う重機の進入路

の設置によって削平される東西 85.5 ｍ×南北 24.8 ｍの範囲とその南側二か所に取り付くいずれ

も東西 5.1 ｍ×南北 7 ｍの範囲とを合わせた約 2,192 ㎡で実施した。

　調査は平成 27 年 11 月から平成 28 年 4 月までの第一次調査で東側約 3 分の 1 を、平成 28 年

9 月から平成 29 年 3 月までの第二次調査で残る西側を実施した。まず、試掘調査において、原子

爆弾投下時の生活面（以下、被爆面と呼ぶ）が現地表から約 70cm 下であり、地表直下にはコンク

リート基盤や砕石層があることを確認していたため、重機により 40 ～ 50cm 程度掘り下げて砕石

層までを除去した。その後、調査を開始したが、資料館本館の柱や地中梁、現代の雨水・汚水の排

水桝と排水パイプの敷設箇所やその掘り方がある場所は遺構が失われていた。また調査区西端は国

際会議場の建設に伴う鋼材及びソイルセメントが検出され、そこより西側についても遺構が失われ

ていた。とはいえ、資料館本館が高床式の構造であることや戦後まもなくの建設であることも影響

してか、柱や地中梁の設置にあたっては必要最小限の範囲しか掘削されていなかったため、分断さ

れてはいるが、想定よりも広範囲で遺構が確認できた。

　調査にあたっては、資料館本館の柱を基準にしてグリッドを設定し、南北方向に A ～ D、東西

方向に 1 ～ 10 の番号をつけて、その組み合わせで調査区を呼称した。（第 2 図）

　遺構は、被爆面においては、材木町筋道路跡、小路跡、建物跡、土間、便所跡、井戸、地下室、

防空壕、銭湯跡、排水桝及び下水管、墓跡などを確認した。また、被爆後の火災の痕跡がそのまま

残る箇所もいくつかあった。被爆以前の近代・近世の遺構では、材木町筋道路跡、小路跡、建物跡、

土間、便所跡、井戸、地下室、水路、石垣、溝状遺構、炉跡、排水桝及び下水管、墓跡などを確認

した。

　遺物は、被爆面においては、被爆瓦や溶けたガラス類、焼けた陶磁器をはじめとする多様な被爆

遺物が出土している。被爆面もあわせて近代・近世面からは、陶磁器、土師質瓦質土器、ガラス器、

瓦、煉瓦、土管、タイル、金属器、木製品、銭貨、その他日用品類が出土した。

2　基本層序（第 3～ 10図）

　本調査区の基本層序を、東側調査区南東の調査区境との壁面（第 3 図 A － A'、C2・3 区南側壁面）

を例に概観する。調査区内全体の傾向として、被爆後から現在の層序形成は一様であるが、被爆面

以下の層序形成は、各住居・区画の範囲ごとに隣接する場所でも一様ではない。これは土地利用が

細かく変わる民家・町屋域の形成要因によるものと考えられることを念頭に置きたい。

　遺構面は大別して被爆時の遺構面（A 面、被爆面と呼ぶ）、以下上層から順に B ～ G 面までの 7
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面を検出した。各面には土間面のやり替え等、近い時期の遺構面を複数含む場所は A 面・A' 面・

A'' 面というように分別を行った。

　表層には平和記念公園として整備された現代層がある。約 9cm 厚の板石が貼られており、その

下には約 20cm 厚の鉄筋コンクリート層が、さらにその下には 10 ～ 15cm 厚の砕石層が存在する。

砕石層の下には、被爆後の整地層（1 層）があり、その直下には被爆時の遺構面、もしくは被爆面

を削平し瓦礫を処理した層（2 層）が存在する。被爆時の遺構面の上面には、炭化材や焼土層等が

残る箇所や、薄く炭化物や灰層が残る箇所がある。被爆面までの深さは、調査区内全体で地表から

65 ～ 75cm 程度である。

　被爆面から下、標高約 1.3m にかけて、各時期の複数の遺構面が複雑に堆積する。標高 1.3m 付

近になると自然堆積層と考えられる砂層（59 層）が現れる。調査区全体で最下層は標高 1.3m 前

後であるが、B1・C1 区付近の調査区東側は自然堆積層の標高が 1.0m と低くなる。

　一方、誓願寺の境内地と考えられる区画（D8 区）は、被爆面は地表面から 85cm 程度・標高約 2.3

ｍと他区画の被爆面より低い位置にある。これは誓願寺境内が近世から続いており、被爆時までほ

ぼ土地利用が変わらなかったためと考えられる。

3　被爆面の遺構（付図 1・9）

　被爆面の遺構は基本的に A 面で検出したが、被爆時の破壊や戦後の整地時、資料館本館建設時、

現代の排水施設の設置時などに失われたものや面が削られた箇所も多い。特に戦後の整地時には、

土地を平坦に均す際に標高の高い箇所や建物基礎などの地面から突出した構造物には手が加えら

れ、被爆時の生活面まで削平している箇所もあった。その中で、比較的標高の低い場所や被爆後の

瓦礫が厚く堆積していた場所などでは、被爆時の火災痕跡が残存していた。比較的、被爆時の状況

が残存していた遺構としては、A3 区 SX1、A3 区 SB1 西側、A4 区 SB1 地下室、A5 区 SF1、A9 区

SB1、B1 区 SK1、C1 区 SW2、C6 区 SB2、D8 区防空壕が挙げられる。

　また確認された遺構に基づいて、「広島市原爆爆心地復元市街図」及び「平和記念公園（爆心地）

街並み復元図」1）を参考に敷地境を想定した。遺構から確認できる箇所と周辺遺構から想定される

箇所のラインは分けて示したが、特に西側は境を想定できる遺構が少なく、想定箇所が多くなった。

　ここでは、特筆すべき遺構について述べていくが、計測値やそれ以外の遺構については、後掲す

る遺構観察表を参照されたい。

（1）材木町筋道路跡（付図 1・9）

　本遺構は調査区の東側に位置する道路遺構である。確認範囲では、北は A2 区から南は D3 区ま

で N27°Eの角度で南西－北東方向へ約 32 ｍ延びる。断続的にアスファルト舗装面が残存するが、

残存範囲においても、アスファルト面が直線的に分断された箇所があった。戦後、水道管などのイ

ンフラ設備の回収等で掘削されたものと考えられる。また、残存状況の良かった C2 区 SD1 や D3

区 SD1 では道路面に沿って直方体の石材を使用した道路縁石と敷地境縁石、それに挟まれたモル
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タル塗りの側溝を確認した。道路を挟んで対面に位置する道路縁石は検出できなかったが、C2 区

SD1 と D3 区 SD1 の道路縁石が対面で近接する箇所で想定すると、道路面の幅は 4.45 ｍ、道路縁

石を含めると 4.95 ｍになる。側溝幅は C2 区 SD1 が 26cm、D3 区 SD1 が 21cm である。

（2）小路跡（付図 1・9）

　先述のように復元図と遺構に基づいて敷地境を想定したが、その中でいくつかの小路も想定した。

遺構に基づく小路は C3 区 SF2、C8 区道路、A9 区 SD1 に沿ったもの、C5 区 SW1 と B6 区 SC1 の

南側に沿ったものが挙げられる。

　C3 区 SF2 は、C3 区 SF1 と C3 区 SD1 に挟まれて D3 区 SD1 から西に延びるモルタル面である。

北西側は現代の排水桝及びパイプ溝に切られる。モルタル面全面に斜め格子文様が刻まれる。位置

から、材木町筋道路から後述する銭湯「菊の湯」へ続く小路で、モルタル面の幅が 135cm である

ことから削平された北側と南側をふまえ、約 1.6m 程度の道幅であると想定される。

　C8 区道路は C7 区 SW3 から西へ向かって C8 区 SD1 に沿って検出した堅緻な面である。削平が

著しいが、北端は C7・8 区 SW1 沿いで、D8 区防空壕や C9 区 SF1 のやや北側が南端になると想

定される。その位置と復元図から C7 区井戸 1 をかすめて南側へ屈曲し、民家敷地一区画分でさら

に東へ屈曲して材木町筋へ至る「誓願寺」と民家の間の小路であると想定される。道幅は約 1.6m

程度であると考えられる。

　A9 区 SD1 の西端の小石列と西側に離れて位置する石列間には堅緻な真砂土面が形成され、いず

れも南北に延びる。その位置と復元図から、かさもり小路（淨圓寺・妙法寺北側の材木町筋から西

に延びる小路）から南に延びる民家などの間の小路であると想定される。道幅は約 1.7 ｍ程度であ

ると考えられる。

　C5 区 SW1 と B6 区 SC1（C6 区側）の南側と C6 区 SB1・2 の北側の間は復元図では小路状の空

白地になっている。遺構でも C6 区 SW1 の東西に延びる石列と、C5 区 SW1 と B6 区 SC1 の南側

に空白地の存在が想定できた。この小路は西側で C8 区道路における小路と接続し、東は C5 区

SK3 に至る。後述するが、小路沿いには便槽遺構が並んでおり、小路というよりは通用道としての

性格が強いものであったと考えられる。

　明確な遺構が伴わないが、復元図から想定したものについて述べる。

　A3 区 SB1・A4 区 SB1 の南側、B3 区 SB1・B4 区 SB1 の北側の小路で、土管の溝に石材で蓋を

していたという旧住民の証言から B4 区土管 1 を伴う B4 区 SW1 遺構上に小路を想定した。

　A9 区 SB1 の南側と淨圓寺墓地の西側には復元図では、東側が段状のラインになる幅広の空白地

が存在する。確実にこのラインを想定し得る遺構は確認できなかったので、A8 区墓 3・4 の西側

と B7 区墓 1・2 及び B8 区墓 1 ～ 3 の南側に想定ラインを設定した。この空白地が小路にあたる

かどうかは不明だが、B9 区 SB1 が存在し、東側に土間と想定される遺構を確認したため、小路の

可能性を想定した。
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（3）民家跡

　先述のように被爆面の民家敷地については、敷地境を想定しているため、敷地内の特筆すべき遺

構については、石列や基礎、土坑なども、建物跡もしくは民家敷地の区画を示す SB 遺構の記述内

でまとめて述べる。

〇 A1 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の北東部に位置する。建物跡は主に A1 区 SC1 及び A1 区 SF1 で構成され、東側

は調査範囲外へ続く。資料館本館関係施設や戦後の A1 区桝 1 と A2 区 SD1 による削平が著しいた

めに境界が明確ではないが、西側は削平箇所に本来ある材木町筋の道路東端まで続き、北側も調査

範囲境あたりまで続くものと考えられる。A1 区 SC1 は断続しているが、東西列と南北列で「L」

字状に続くコンクリート基礎と南北列の約 50cm 東側に離れた方形コンクリート基礎とを確認し

た。A1 区 SF1 はモルタル床面である。位置と特徴から建物の布基礎と柱基礎及び土間にあたり、

土間の東側が一段高い床になっていたと想定される。本来は北側へもコンクリート基礎が延びる方

形の布基礎で、あるいは A1 区 SF1 をも囲む形で構成されていたとも考えられる。調査範囲の北東

隅では細かい炭を検出しており、被爆時の火災に伴うものと想定される。

　本区画は、位置から「楠邸」の敷地にあたると想定される。

〇 A3 区 SB1・A4 区 SB1（付図 1・9、第 11・12 図）

　A3 区 SB1 は調査区の北東部、材木町筋に面した西側に位置する。A4 区 SB1 は調査区の中央北

側に位置する。昭和 20 年（1945）4 月頃まで住人だった今中圭介氏の証言や写真から同一民家の

敷地内建物であることが判明しているため、あわせて記す。

　A3 区 SB1 は主に A3 区 SC1、A3 区 SF1・SF2、A4 区 SF1 で構成される。A3 区 SC1 は北西－南

東ラインで延びる列（東西列）と北東－南西ラインで延びる 3 列（南北列）からなるコンクリー

ト基礎で、東西列の東端と東側南北列北端のみ接合する。資料館本館関係施設によって切られるが、

本来はそれぞれが接合もしくは近接し、南側にも東西列が存在して二つの方形区画が形成されてい

たと想定される。東側方形区画内はほぼ全面にモルタル床面（A3 区 SF1）が残存する。西側方形

区画内の北東側には被爆時の火災に伴うものと想定される炭による黒化や被熱による赤化が見られ

るモルタル床面（A3 区 SF2）が残存する。他の箇所ではモルタルが残存しておらず、区画内北東

隅のみがモルタル床面であったと考えられる。また、方形区画の南西側にもモルタル床面（A4 区

SF1）を確認した。A3 区 SC1 の西側南北列の検出範囲において南端に載る直方体の石材とさらに

西側に埋設された直方体石材との間に 69cm の幅でモルタル面が形成されている。この石材は北側

には検出されず、抜き取り痕も見られないため、モルタル面もここが北端であると想定される。南

側は資料館本館関係施設によって切られる。

　証言と写真（写真図版編 1 図版 1）から、A3 区 SB1 東側は洋風二階建ての建物で貿易商の商用

スペースであったことが判明しており、A3 区 SF1 はオフィスの土間にあたる。写真からは木造モ

ルタル塗りの建物であったと想定される。写真には南側に隣接して瓦屋根を持つ和風の二階建て建
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物が隣接しているが、復元地図や証言から本敷地の南側には小路が存在している。そのためこの建

物は A3 区 SB1 に伴うもので、通用口が存在した建物であると考えられる。

　A3 区 SB1 西側は座敷が 2 間ある二階建ての建物であったことが分かっている。A3 区 SF2 は商

用スペースから入る際の土間で、西側は一段高い床になっていたと想定される。写真から、A3 区

SB1 の西側は庭でそれに面した縁側が設けてあることが分かっている。A4 区 SF1 は縁側から降り

る際の土間にあたると想定される。

　また、A3 区 SB1 は材木町筋道路に面しているが、道路上に A3 区 SK4 を検出した。これも写真

に井戸水を汲み上げる手押しポンプが写っており、井戸跡であることが判明している。

　道路沿いの A3 区 SD1 上には、SB1 の北側に沿って煉瓦とモルタル製の方形の構造物が載る。残

存範囲は 74 × 176cm であり、構造物の北東は A3 区 SK4 に接している。構造物の上は平坦なモ

ルタル面になり、西側には縁石上に煉瓦を並べモルタルで被覆した立ち上がりが見られ、東側にも

道路アスファルト面上に同様の立ち上がりが想定できるモルタル痕跡が検出された。また A3 区

SK4 に接する東辺や北側、南側もモルタルがわずかに立ち上がっている。構造物の下端と側溝の底

は 7cm 程度空けて水が通るようにしている。本遺構については写真には写っておらず、撮影され

た昭和 11 年以降の増設である。写真では、縁石上の立ち上がりは確認でき、そこと建物壁面との

間の土間にゴミ箱が置かれている。ゴミ箱置場としての用途も想定できるが、幅も広く、ポンプも

近接することから小型防火水槽の置場である可能性も考えられる。

　A4 区 SB1 は主に A4 区 SC1、A4 区 SW1、A4 区 SB1 地下室で構成される建物跡である。A4 区

SC1 はモルタル製の薄い壁が南北に延び、北端で西へ直角に曲がり、煉瓦壁が続き、SW1 東端に

接続する。A4 区 SW1 は南北方向と東西方向に「Ｌ」字状に延びる石列で南北列は面を東に向ける。

位置と特徴から、A4 区 SW1 は A4 区 SB1 建物の布基礎にあたり、A4 区 SC1 は壁もしくは壁に付

属する施設にあたると想定される。証言から、A3 区 SB1 の奥に位置する木造二階建ての和風建物

で主屋にあたることが判明している。

　A4 区 SB1 内南東側には地下室を確認した。煉瓦躯体モルタル塗りの壁及びモルタル床面に囲ま

れた構造で、東側と南側は部分的に資料館本館関係施設に切られる。東壁南側に入口が設けられ、

東側は切られているが階段が続いていたと考えられる。上～中層には被爆瓦礫が充満していたが、

床面は被爆時の状況を残しており、中身の残存したものも含めてビール瓶や簀の子に載った練炭等

が出土した。証言から倉庫としての用途があり、戦中には防空壕としての役割もあったことが分かっ

ている。

　証言や写真から A3 区 SB1 と A4 区 SB1 の間は庭になっており、北側には屋根付き二階建ての渡

り廊下や風呂、便所が、南側には屋根付きのテラス状（モルタル床面か）の渡り廊下や台所があっ

たことがわかっている。それらに関連する遺構としては A4 区 SK1・9、A4 区 SX1 を確認した。

　A4 区 SK1 は主にモルタルで成形した不定形な浅い土坑状の遺構で、内部には被爆瓦礫が充満し

ていた。北側は現代の排水パイプ溝で、南側は資料館本館基礎掘り方で切られる。大きく北東側に



─　14　─

突出した上段とそれ以外の下段に分かれる。下段東側では、壁に排水栓をつけた土管が接続して

A4 区土管 3 となる。同じく下段東側の底には陶器の鉢が埋置されている。これらの特徴と証言、

写真から、本遺構は池の下部構造であることが判明しており、鉢は魚だまりにあたる。魚だまりの

北は、モルタル塗りの煉瓦で直線の壁を設置している。この北側には池のモルタル壁の続きである

弧状の平面形状をしたモルタル壁があるため、池を改築して南側に池を狭くしたことが分かる。そ

の位置から、煉瓦壁は A4 区 SX1 に伴うものであり、A4 区 SX1 の築造に伴って池を狭くしたもの

と想定される。なお、A4 区 SK1 上段の東側には 64 × 79cm 大の上面が平坦な石材が埋置されて

いる。写真（写真図版編１図版 6a）では想定される石材の位置に石灯籠が写っているため、その

基礎であると考えられる。

　A4 区 SK9 は、埋甕とそれを方形に囲む石材の区画からなる。現代の排水パイプ溝により間を切

られる。石材も攪乱されており、北辺が失われている。方形区画の南側の一部には煉瓦積みの壁が

載り、北西側の一部にはコンクリート壁が載る。特徴から甕は便槽で、方形区画は便所基礎にあた

ると考えられる。証言ではトイレは 2 基あったとされており、方形区画の規模から、もう 1 基の

便槽の存在が想定できる。

　A4 区 SX1 は、モルタル床面とその北側に広がる段差のある三和土面で構成される遺構である。

北側と中央部分は現代の排水パイプ溝で切られる。モルタル床面上には、モルタル製の「U」字状

の低い壁を設置している。モルタル床面の南側には A4 区 SK1 が隣接しているが、モルタル床面に

沿う形で内部に新たに煉瓦で直線の壁を増設している。三和土面段差部分にはわずかに煉瓦が残存

する。また下段の南東側には黒色煉瓦（アス煉瓦）製、内面モルタル塗りの壁が「L」字状に残存

する。位置、特徴や証言から風呂であると想定され、モルタル面は浴室で、「U」字状の壁は浴槽

の設置痕、三和土面は焚き場であると考えられる。また、A4 区 SK1 内の直線の壁は浴室の建設も

しくは改築に伴い、浴室に伴うものとして築かれたと想定される。

　

　先述のとおり、本遺構群は「沖本邸（旧今中邸）」の敷地にあたることが判明している。想定さ

れる敷地の間口は 6.4 ｍ、奥行きは 26.7 ｍになる。

〇 A3 区 SB2（付図 1・9、第 13・20・22 図）

　本区画は調査区の北東部に位置する。建物跡は主に A3 区 SW1 北列、A3 区 SF3、 A4 区 SF2、

A3 区 SX1 で構成され、北側は調査範囲外へ続く。A3 区 SW1 北列は、A3 区 SX1 の西側にわずか

に残存する石列である。面を南に向け、南列と接している。現代の排水パイプ溝や戦後の整地によっ

て石材が失われているが、本来は東側の材木町筋道路付近まで継続していたと考えられる。A3 区

SF3 は炭による黒化や被熱による赤化が見られるモルタル床面である。A4 区 SF2 は東西に延びる

モルタル床面である。A3 区 SX1 は被爆時の火災に伴うものと想定されるしゃもじをはじめとする

炭化材や焼土が集中する遺構で、現代の排水パイプ溝によって中央と南側が切られる。

　位置と特徴から A3 区 SW1 北列は境界石列及び建物の布基礎で、A3 区 SF3 が土間であると想定

される。A3 区 SX1 は土間から一段高い床になっていたと想定され、遺物から台所があった可能性
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が考えられる。なお、A3 区 SF3 と A3 区 SX1 に挟まれた位置には A3 区 SK3 が位置しており、一

升瓶や漁網の錘が出土している。形状から地下室（穴蔵）と想定され、土間の一角に設置されたも

のと考えられる。

　A4 区 SF2 は、便所跡と想定される A4 区 SK4 の東側に位置しており、作業場や通路としての役

割を持つ土間と考えられる。なお、今中氏の写真（写真図版編 1 図版 1）から本建物は木造二階建

ての和風建築であったと想定される。

　敷地の裏手では A5 区 SF1 を確認した。本遺構は被爆時の火災に伴うものと想定される炭や焼土

が検出された堅緻な面で、竹を編んだ炭化材が出土している。A3 区 SB2 外の物置の可能性が考え

られる。

　本遺構は、位置から「山縣邸」であると考えられる。想定される敷地の奥行きは 28.8 ｍになる。

〇 A9 区 SB1（付図 1・9、第 15 図）

　本遺構は調査区の北西部に位置する。主に方形に配置された石列と A9 区 SF1 で構成され、北側

は調査範囲外へ続く。石列は確認範囲では方形に配置され、南列は 394cm、西列は 415cm の規

模を持つ。北列は北東側が調査範囲外へ延びるが、確認範囲でも 411cm あり、南列より長い。方

形区画全体が被爆時の火災に伴うものと想定される焼土や炭化材に覆われていた。その中には細い

竹材が何本も井桁状に組まれた炭化材や板状炭化材の上に載った畳と想定される炭化材があった。

A9 区 SF1 は三和土面上に形成されたモルタル面である。

　位置と特徴から石列は建物の布基礎で A9 区 SF1 は小規模な土間にあたり、検出範囲の大半は一

段高い床になっていたと考えられる。また石列の北列が南列より長いため、建物は東西幅を広げて

さらに北に続いていたと想定される。

　本遺構のある区画は復元地図では住人名の記載のない空白区画になっている。想定される敷地の

奥行きは 5.7 ｍになり、小路に面した間口側が広い区画になっていたと考えられる。

〇 B1 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の北東部に位置する。建物跡は主に A1 区 SW1・2 と B1 区 SW1 で構成され、

東側は調査範囲外へ続く。A1 区 SW1 は A1 区 SC1 の南側に隣接して東西に延びる石列で面は北

を向く。西側は資料館本館基礎掘り方に切られ、東端は石材が抜けているが土層から調査範囲外へ

延びると想定される。石材は西側が比較的大きめで上面も平坦であり、東側が小ぶりで上面ライン

が揃っていない。A1 区 SW1 石材上面は A1 区 SC1 の基礎石列に使用されている A1 区 SW3 と比

較しても一段低くなっており、本来もう一段載っていた石材が戦後の整地などで抜き取られた可能

性がある。B1 区 SW1 は B1 区 SW2 の北側に隣接して東西に延びる石列で、面は南を向く。西側

は資料館本館基礎掘り方に切られ、東側は調査範囲外へ延びる。A1 区 SW2 は A1 区 SW1 の南側

に少し離れて南北に延びる石列である。4 石のみが残存するが、西側が資料館本館施設の掘り方で

切られており、西側にも東西列として続く可能性は考えられる。A1 区 SW2 の東側には「L」字に

組んだ炭化した板材が出土した。板材は何等かの施設の一部と考えられるが残存状況からは用途を
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想定し得なかった。また、B1 区 SW1 と A1 区 SW2 との間には、焼土や砂、瓦片が堆積していた。

　位置・形状からこれらの遺構は建物の布基礎であると考えられる。

　本区画は、位置から「胡堂衣料品店」であると考えられる。間口は 4.7 ｍで、西側は削平された

材木町筋道路まで延びると想定される。

〇 B1 区 SB2（付図 1・9、第 14・16・17 図）

　本区画は調査区の東側、材木町筋に面した東側に位置する。建物跡は主に B1 区 SW2・3 で構成

され、東側は調査範囲外へ続く。B1 区 SW2 は B1 区 SW1 の南側に隣接して東西に延びる石列で

面は北を向く。西側は資料館本館基礎掘り方に切られ、東側は調査範囲外へ延びる。B1 区 SW3

は東西に延びる石列で面は南を向くが、西端では北面の凹凸に組み合わせるように 2 石を配置し

て 2 列になっている。東側は調査範囲外に延び、西側は資料館本館基礎掘り方で切られる。北側

に位置する溝状遺構である B1 区 SD1 との間に幅の狭い平坦面が続くことから本来は 2 列の石列

であったと想定される。また、東側の石材から B1 区 SD1 内にかけて被爆時の炭化材や瓦礫が入る。

　位置と形状から建物の布基礎であると考えられ、SW2 については北側の境界石列も兼ねていた

と想定される。

　本区画は、位置から「竹内歯科医院」であると考えられるが、復元地図もふまえると敷地はさら

に南側の C1 区 SW3 まで続いていることが想定される。証言からも竹内歯科医院の敷地間口は広く、

建物もそれに応じたものであったことが分かっている。B1 区 SW2・3 は建物の一部もしくは離れ

の布基礎であり、建物は C1 区 SW3 付近までの規模を持つものであったと想定される。なお、本

区画は C 面では B1 区 SB3 と C1 区 SB2 に分かれており、2 区画を合わせて形成されたものと考え

られる。

　区画を構成する C1 区 SW3 は C2 区 SW2 の北側に隣接して東西に延びる石列で、面は南を向く。

東側は調査範囲外に、西側は C2 区桝 1 まで断続的に延びる。大きく 2 段に分かれており、上段が

B1 区 SB2 に伴うものと考えられる。西側を中心に小石材が並び、石材自体は三和土の下に隠れる

箇所が多い。石材と三和土で角材を据えた痕跡と見られる小方形土坑も 3 基検出した。これらの

特徴と位置から B1 区 SB2 に伴う南側の敷地境界石列であり、垣のような塀の基礎も兼ねていたと

想定される。

　B1 区 SK1 は炭化した板による枠組みが残る浅い方形土坑である。西側は資料館本館基礎掘り方

で切られる。長板を釘で組み合わせて方形の枠を土坑の壁面に沿って設置して、土留とし、短冊状

の板や棒材を要所の地面に打ち込んで固定している。枠内には繊維状の炭化物が出土し、主にその

上から大量の釣り針が出土した。位置と形状から B1 区 SB2 に伴う半地下式の収納施設であると想

定される。

　B1 区 SK2 は方形土坑で、B1 区 SK1 内の北壁に沿って掘り込まれており、SK1 の存続時に形成

されたと考えられる。内部には、陶磁器、ガラス器が整理された状態で納められており、土坑の東

辺と西辺には木質が残存する釘が出土した。陶磁器の中には「国民食器・工場食器」と呼ばれる皿

も含まれている。これらの特徴から B1 区 SK1 内に空襲被害を避ける目的で埋納された木箱である
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と想定される。

　C1 区 SK3 は漏斗状の三和土が口縁部に設置された甕が埋置された円形土坑である。北・南・西

から甕の側面に向け、土管もしくは土管設置溝が延びるが、そのいずれとも接続していない。埋土

の下層は三和土片主体、上層は被爆瓦礫主体である。このことから、元は下水桝があった場所に設

置された便所の便槽で、被爆後に瓦礫が廃棄されたものと想定される。

　本遺構群は、先述の通り「竹内歯科医院」の敷地内のものであると考えられる。B1 区 SW2 と

C1 区 SW3 が敷地の南北境であると想定され、間口は 13.4 ｍになる

〇 B3 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の東側中央付近、材木町筋に面した西側に位置する。建物跡は主に B3 区 SW1

と B3 区 SF1 によって構成され、他の遺構は戦後の廃棄土坑である B3 区 SK1 ～ 3 によって大きく

削平されている。B3 区 SW1 は、材木町筋道路の西側に位置する石材を組み合わせて構成した北

東－南西方向に延びる石列である。南北は資料館基礎掘り方に切られる。概ね 3 種類の列からなり、

西列は直方体石材を直線で配置する。中央列は検出範囲の北端では石材で方形区画を造り、その中

に 3 つの短い石材を「川」字に配置し、間をモルタルで埋めている。南側では大きめの板石を敷き、

南北間には石材がなく、三和土面となる。東列は断続的にモルタル面が残る。北側のモルタルには

方形の何かの設置痕跡が残る。また、遺構面上には、壁材と考えられる煉瓦躯体モルタル塗り構造
物の破片が炭化材上に載った状態で出土した。なお、本遺構と間をあけて東側にわずかに残るアス

ファルト面との間は溝状になっているが、側溝の構成材は検出できず、被爆瓦礫を含む瓦礫が充満

していた。本来、道路縁石や側溝などがあったものが、戦後の整地時や資料館建設時に抜き取られ、

瓦礫が入ったと考えられる。B3 区 SF1 は、B3 区 SW1 の東側に接しているモルタル床面である。

B3 区 SK1 に切られ、北側は資料館本館の階段柱基礎下に延びる。B3 区 SW1 の西列石材の下端に

合わせて床面が形成され、被爆瓦礫も載る。

　位置と形状から、B3 区 SW1 東側の溝状の抜き取り部分には、建物の基礎と基礎もしくは壁と

なる煉瓦躯体の構造物があったものと想定される。このことから、B3 区 SW1 は建物内の入口側

の土間部分にあたると考えられる。石材の配置も単一ではないため、入口そのものもこの付近に設

けられていた可能性も想定される。また、B3 区 SF1 は入口側より一段低い土間であると想定される。

　区画の境界を想定できる遺構は、資料館本館基礎掘り方によって消失しているが、復元地図から、

北は A3 区 SB1 との間の小路、南は C3 区 SB1、西は B4 区 SF1 までの間に境があると考えられる。

本区画は、位置から「竹田邸（米穀店）」の敷地にあたると想定される。想定される敷地の間口は 7.7

ｍ前後、奥行きは 10 ｍ前後であると考えられる。

〇 B4 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の中央部に位置する。建物跡を構成する遺構は B4 区 SF1 のみである。B4 区

SF1 はモルタル床面で資料館本館基礎掘り方や戦後の廃棄土坑により四方を切られる。床面の一角
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には、正方形のコンクリート基礎を検出した。

　位置と形状から建物内の土間と柱基礎であると想定される。

　区画の境界を想定できる遺構として、西は B6 区 SC1、北は B6 区 SC1 から B5 区 SC1 の延長ラ

イン、南は C5 区 SW1、東は B4 区 SF1 がある。想定復元ラインでは復元地図に基づき、B6 区

SC1 の西側については、C6 区 SB3 の用途不明石材検出範囲が入る台形の区画を本区画に含めた。

ただ、B6 区 SC1 は C6 区 SB3 よりも北側まで「コ」の字状に続く。また、資料館本館地中梁を挟

んだ北側の B6 区桝 1 は C6 区 SB3 の石材を埋めた砂と同一のものと想定される砂上に築造されて

おり、B6 区 SC1 の西側は用途的には同一のものであると捉えたい。

　本区画は、位置から「竹谷邸」の敷地にあたると想定される。想定される C6 区 SB3 を含まない

敷地の東西は 25 ｍ前後、南北は 8 ｍ前後であると考えられる。

〇 B9 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の西側中央部に位置する。建物跡を構成する遺構は B10 区 SW1、B10 区 SC1、

B9 区 SF1 である。B10 区 SW1 は、大小 3 石前後の石材を横に並べ南北に延びる石列である。

B10 区 SK1 で損壊し、断続的に続く。上面が不規則な割栗基礎であり、直上の構造は建物のコン

クリート製布基礎になると想定される。B10 区 SW2 の南側に同種の石材がわずかに残存しており、

屈曲して東西に延びる B10 区 SW1 の続きである可能性も考えられる。B10 区 SC1 は、東西に延

びるコンクリート基礎である。南側に石材が 1 つ密接している。コンクリート上面には東西に延

びる幅 10cm 程度の剥離痕があり、上段に構造物があったことが想定される。B9 区 SF1 は多量の

小礫上に形成されたモルタル床面である。

　位置と形状から B10 区 SW1 と B10 区 SC1 は建物の布基礎で、B10 区 SC1 については境界を兼

ねていると考えられる。SF1 は土間にあたり、西側は一段高い床になっていたと想定される。

　本区画は復元地図では住人名の記載のない空白区画になっている。想定される敷地の間口は B10

区 SC1 付近で 5.2 ｍになり、復元地図をふまえると西側がすぼまる区画になっていたと考えられる。

〇 C1 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の南東部、材木町筋の東側に位置する。建物跡を構成する遺構は C1 区 SW2 で

ある。C1 区 SW2 は東西に延びる石列で面は北を向く。東側は調査範囲外に、西側は C2 区 SD1

まで延びる。また東西列に直交して 2 か所で南側に長い直方体の石材が延びる。1 箇所は C2 区

SD1 の東側縁石から 49cm 東に離れた位置に、もう 1 箇所はその石材から約 4.7 ｍ東側へ離れた

位置に設置されている。東西石列はおおむね、比較的小型のブロック状の石材を並べた上段と大き

めの石材を 1 ～ 3 石程度積んだ下段に分かれ、上段が C1 区 SB1 の構成遺構であると考えられる。

検出範囲中央付近の石列上に、被爆時の建物の土台材と考えられる長い炭化材が出土した。

　C1 区 SW2は、特徴や位置から、建物の布基礎で境界石列を兼ねていると考えられる。布基礎

の西側は南北列までで、そこから SD1 の東縁石との間は建物外の土間になると想定される。

　本区画は、位置から「大出石材店」の敷地にあたると想定される。
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〇 C3 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の南東部、材木町筋の西側に位置する。建物跡を構成する遺構は C3 区 SF1、C3

区 SW1 である。C3 区 SF1 は、材木町筋道路の西側で東西に広がるモルタル面である。北は資料

館本館基礎掘り方に、南は現代の排水パイプ溝に切られ、中央部も戦後の廃棄土坑である C3 区

SK1 に切られて分断されている。被熱による赤化や炭で黒くなった面が広がり、被爆時の火災によ

るものと想定される。C3 区 SW1 は、C3 区 SF1 の西側、C4 区 SB4 の東側に隣接する石組遺構で

ある。北側は資料館本館基礎掘り方や戦後の廃棄土坑である C3 区 SK2 に切られ、南側は現代の排

水桝及びパイプ溝に切られる。直方体の石材で長方形の区画を造り、中に間隔をあけて大きめの板

石を 4 枚並べて、間をモルタルで埋めている。南側にはモルタルで排水口を造り、C3 区桝 3 に接

続する小土管を接続している。下層には大きめの直方体石材 4 個を「L」字状に配置して基礎とし

ている。

　位置と特徴から、C3 区 SF1 は建物の土間にあたり、C3 区 SW1 は周囲や上部構造が不明のため

特定はできないが、建物内の流し場や風呂の浴室など、何らかの水まわり施設の存在が想定できる。

本区画は、位置から「寺西邸（ガラス店）」の敷地にあたると想定される。そのため、C3 区 SF1

や C3 区 SW1 は店舗の土間や作業用の流しである可能性も考えられる。敷地の奥行きは 8.5m に

なる。

〇 C6 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の中央部南側に位置する。建物跡を構成する主な遺構は C6 区 SW1、C6 区

SF1・2 である。C6 区 SW1 は、南北に延びる列とその北端で直角に向きを変えて東にわずかに延

びる石列と北端の手前で西に向けて延び、面を北に向ける石列とからなる。北端東向き列上には

C6 区 SX1 を構成する石列が載る。西向き列の約 70cm 南には 2 石の直方体石材が平行して位置す

る。C6 区 SF1 は、石材と煉瓦で形成された方形区画とその中のモルタル床面で構成される遺構で

あるが現代の排水パイプ溝で半壊する。モルタル床面の中央やや西よりに排水口が設けられ、床面
の下には赤土まじりの粘土が貼られる。面上からは軽石が出土した。C6 区 SF2 は損壊が著しいモ

ルタル床面である。C6 区 SW1 南北列南端に沿った西側に形成され、南は調査範囲外へ延びる。

C6 区桝 2 が西側に隣接する。排水口のゴミ取り状の鉄製品がモルタル面に付着して出土している。

　位置と特徴から、C6 区 SW1 は建物の布基礎、C6 区 SF1 は風呂の浴室、C6 区 SF2 は何らかの

水まわり施設が近くに位置する建物裏手の土間であると想定できる。

　C6 区 SK3・4 は、石材とモルタルで構成される方形区画と甕 2 個を埋置した遺構であるが、戦

後の整地により半壊している。甕内には被爆瓦礫が充満する。遺構西側には、コンクリート製の壁

を検出した。壁に沿った抜き取り痕に設置されていた長い直方体の石材を位置がずれた状態で検出

しており、本来は C6 区 SK3・4 を含めた長方形区画が石材で形成されていたと想定される。南側

の石材は C6 区 SF1 と共有している。モルタル面は甕に向かって漏斗状に傾斜する。これらの特徴

から便所の建物の布基礎及び便槽と想定される。

　C7 区井戸 1 は、壁面を井戸枠瓦で構成した円形井戸である。北西側の一部は現代の排水桝掘り
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方で切られる。埋土には被爆瓦礫が入る。南側に南北方向を、北東側に東西方向を向く直方体の石

材が設置されている。

　本区画は、位置から「吉川邸」の敷地にあたると想定される。復元図では吉川邸は南側の大きな

区画と北側の小方形区画からなり両区画を逆「L」字状の区画で繋いだ形状で描かれる。それに基

づき想定すると、北側小区画は C6 区 SF1、C6 区 SK3・4 を含む離れの建物で、C6 区 SW1 の西

向き列と南に平行して並ぶ 2 石は渡り廊下の布基礎になると考えられる。その場合、主屋の布基

礎を明確に想定できる遺構は確認できず、調査範囲の南側に位置すると考えられる。ただ、C6 区

SF2 は主屋側の土間であると考えられるため、桝 2 の北側や C7 区桝 1 の北側、C7 区井戸 1 の北

側と南側に点在する石材が主屋域にあたるラインであると想定される。なお、戦前の写真（写真図

版編 1 図版 6b）に南側から撮影された主屋の写真が残っており、東西が桁行になる和風二階建て

の建物であることが判明している。写真からは、主屋の東西幅が本区画のみで収まるとは考えにく

く、後述する C6 区 SB2 の主屋と一棟の建物であったと考えられる。そのため、C6 区 SW1 の南北

列のうち境ははっきりしないが、南側については後述する C6 区 SB2 と共用するものと想定される。

　想定される「吉川邸」のみの敷地間口は 7.3 ｍになる。

〇 C6 区 SB2（付図 1・9、第 18・19）

　本区画は調査区の中央部南側に位置する。建物跡を構成する主な遺構は C6 区 SW1・2、C5 区

SW2 西列である。C6 区 SW1 については C6 区 SB1 の稿で述べている。C6 区 SW2 は調査範囲の

南端が「コ」字状に閉じて南北に 2 列で延び、調査範囲外に続く石列である。北側は現代の排水

パイプ溝で切られる。東列は直方体の石材を 2 石使用し西側より一段高くなり、C6 区 SK5 まで続

く。西列は C6 区 SK1 の西側まで続くが、C6 区 SK1 の石列やその抜き取り痕にあたる遺構が埋土

上面に位置するため、被爆時には北側は埋まっていたものと考えられる。C5 区 SW2 は、南北方

向に延びる 2 列の石列である。北側は戦後の整地時に切られたと想定され、南側は調査範囲外に

延びる。西列上には直方体状のコンクリート基礎が載る。

　位置と特徴から、C6 区 SW1 の南側は C6 区 SB1 の稿で述べたように SB1 と共用の建物の布基

礎になると想定される。C6 区 SW2、C5 区 SW2 西列は建物の布基礎になると考えられる。

　なお、これらの遺構範囲内には被爆時の火災に伴うものと想定される多量の炭化物や焼土、瓦片

が集中して出土した。炭化物には建物材と考えられるものや繊維状のものが見られた。第 18 図や

第 19 図 C － C′断面図に見られるように、繊維状炭化物の上層と下層から炭化材が、下層から瓦

片が出土した。C － C′断面図において繊維状炭化物の西側は周囲より低くなっているが、炭化材

を検出した面の薄い層の下は砂層であり、現代の排水桝が北側に位置しているため、工事の際にか

なり砂が流出した結果であると考えられる。繊維状炭化物は畳のものと考えられる。この場合、畳

の上下に炭化材が、下に瓦が位置していることから、これらの炭化物は二階建ての建物のものであ

ると考えられる。

　他にも C6 区 SW2 の東西列に挟まれた位置からは厠下駄（445・446）が出土した。また炭化材

中からふすまの引手が、C6 区 SW2 の西側から犬の骨が出土した。



─　21　─

　C5 区 SK2 は C5 区 SK1 の西側に位置する甕を埋設した遺構である。埋土には被爆時のものと考
えられる焼土や炭が含まれる。特徴から便所の便槽であると想定される。C5区 SK3 など、他の便
槽から離れているため便所の配置を想定しにくく、前の時期のもので被爆時には使用されていな
かった可能性もある。
　C5 区 SK3 はコンクリートブロックを積み上げ、内部にモルタルを塗って仕上げた方形槽である。

底面は北から南へカーブを描きながら深くなる。内部は被爆瓦礫で充満していた。便槽であると想
定される。C6 区 SK1 は石材を方形に配置した中に、甕を埋置し、区画内はモルタル塗りにした遺

構である。モルタル面は甕に向かって漏斗状に傾斜する。方形区画の南西隅にはモルタル製のパイ

プ状の構造物が設置され、パイプ内にはコンクリートが流し込んである。また、甕は地中では円形

土坑状の粘土内に埋置されている。甕内には被爆瓦礫が入る。方形区画の西側に接続して 2 石が

東西に並ぶ 3 列の石列があり、その西側に石列同士をつなぐように何かの抜き取り痕が南北に延

びる。被爆時のものと想定される炭化材も南側を中心に出土した。これらの遺構は便所に伴うもの

で、石列は建物の布基礎や施設の基礎にあたり、甕は便槽であると想定される。C6 区 SK1 のモル

タル製パイプは手洗い用の水道施設で、戦後にコンクリートを流し込んだものと想定される。

　C6 区 SK5 は、石と粘土で構築した円形土坑の底をモルタル面にした遺構である。大半が現代の

排水パイプ溝によって切られる。位置的に、厠下駄に対応する便所施設がこれ以外に想定できない。

ただ、深さもなく、壁面も石材で凹凸があるため、直接便槽とするのではなく甕を設置して使用し

たものと想定される。

　C6 区 SX1 は、石列、コンクリート基礎、モルタル面からなる遺構である。石列には C6 区 SW1

東向き石列上に載る形で東西に延びる石列とその中央付近で北側に延びる石列がある。東西石列は

C6 区 SB1 と C6 区 SB2 の区画にまたがっている。東西石列の東側から南に向けて細いコンクリー

ト基礎が設置され、東端から北に向けてモルタル面が形成されている。下層には C6 区土管 1 が埋

設される。本遺構の用途は判然としないが、通用道及び邸宅敷地境にあり、上部構造はそれほどの

規模はないものと想定される。

　本区画は、位置から「盛本邸」の敷地にあたると想定される。C6 区 SB1 の項で述べたように南

側の主屋は C6 区 SB1 のものと同一棟になると考えられる。炭化材の検出状況からは主屋の北境は、

現代の排水パイプ溝内付近とも想定できるが、C6 区 SB1 においてはそのラインの続きが離れにな

る。また、犬の骨の出土位置は屋外にあたるとも考えられる。これらのことから主屋布基礎の北側

ラインは南側調査範囲外に設定したい。その場合、敷地の北側には、C5 区 SW2 西列と C6 区

SW2 西列、C6 区 SK1 北側石列を布基礎にした C5 区 SK3 南側と C6 区 SK1・5 を含む建物が想定

できる。先述の通り、炭化物の出土状況から二階建ての建物であること、厠下駄が本来の位置から

南西に動いていると想定されることから、原子爆弾の爆風により建物が南西方向に倒壊し、火災で

炎上したために、C6 区 SW2 の西側にも炭化物が広がっていると考えられる。C6 区 SK1 の西側は

遺構がまばらであること、C6 区 SF2 など SB1 側にはあまり炭化材が見られないことからもそのこ

とが裏付けられよう。この敷地北側の建物は、主屋の突出部、もしくは離れにあたるものと考えら

れる。
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　「盛本邸」のみの、敷地間口は 6.9 ｍになる。

〇 D3 区 SB1（付図 1・9）

　本区画は調査区の南東部、材木町筋の西側に位置する。建物跡を構成する遺構は、D3 区 SD1 西

側石列、D3 区 SD5 下段、C3 区 SD1、D3 区 SF1 である。D3 区 SD1 西側石列は、材木町筋道路に

沿って延びる直方体の石材による石列である。北側の石材は抜き取られ、南側は調査範囲外へ延び

る。石列は調査範囲外から北東に向けて延び、D3 区 SD5 の北側で東向きに屈曲し、わずかに東に

延びた後、再び北向きに屈曲するクランクになっている。ただし、屈曲部南側は上段石材が抜き取

られて段差が生じている。北側の石列には下段は存在しない。D3 区 SD5 は、 D3 区 SD1 に直交し

て西側に延びる溝状遺構で、調査範囲外へ続く。D3 区 SD1 西側石列から 2 段に形成された溝が延

び、北側にある下段が本区画に伴うものと想定される。下段内には直方体の石材を 2 個検出したが、

東側の石材は傾いており、抜き取りによる攪乱が行われたことがわかる。C3 区 SD1 は C3 区 SF2

と D3 区 SF1 の間に位置し、D3 区 SD1 から C3 区 SF1 まで延びる溝状遺構である。D3 区 SF1 は

区画内の北側に広がるモルタル床面である。戦後の廃棄土坑である D3 区 SK2 に切られる。また戦

後の整地による影響からか、モルタルは全体に細かく割れており、失われている箇所も多い。一部

に炭が付着し、モルタル面の直下に形成されている三和土面には被熱により赤く変色している箇所

がある。被爆時の火災による影響と想定される。

　住人であった山迫裕三氏の証言から本区画は「山迫邸（パン屋・被爆時は牛乳店）」であったこ

とが判明している。位置と形状及び証言から、D3 区 SD1 西側石列、D3 区 SD5 下段内の石列は建

物の布基礎で境界石列を兼ねていたと想定される。C3 区 SD1 はその位置から、建物の布基礎と小

路の縁石の抜き取り痕であると想定される。D3 区 SF1 は店舗の土間にあたる。

　C3 区 SF3 は本区画の西端に位置し、南北方向に延びる 2 列の石列の間のモルタル面である。西

側にもわずかにモルタル面が見られ、東側には C3 区 SD1 側にわずかな立ち上がりがあるモルタル

製の構造物が検出された。北側は現代の排水桝に切られ、南側は調査範囲外へ延びる。位置や特徴

から D3 区 SB1 に伴うものと想定され、東列は建物の布基礎、西列は境界石列で、モルタル面は屋

外の土間にあたると考えられる。また、東側のモルタル構造物は建物の壁際に位置する何らかの用

途を持つものと考えられるが、検出状況だけでは判断できなかった。西側のわずかなモルタル面も

検出範囲が少ないが、わずかに石列に向かって傾斜しているため、側溝である可能性が考えられる。

D3 区 SK1 は D3 区 SF1 の南側に位置する方形土坑で、西側は調査範囲外へ延びる。わずかに D3

区 SF1 の南側を切っている。また、大量の牛乳瓶を含む被爆瓦礫が充満しており、底面には D3 区

SD2 の土管と D3 区 SK12 の鉢が出土した。山迫氏の証言から家庭用の簡易防空壕で土間より一段

高い床面の下に掘られ、土間には出入りが可能な程度に東側が少し飛び出した構造であることが判

明している。土管や鉢は前代のものが表出したものである。

　先述のとおり、本区画は「山迫邸（パン屋・被爆時は牛乳店）」にあたり、敷地の間口は 5.81 ｍ、

奥行きは 8.48 ｍ、建物の梁行は間口と同じ 5.81 ｍ、桁行は 7.83 ｍである。
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〇 D3 区 SB2（付図 1・9）

　本区画は調査区の南東部、材木町筋の西側に位置する。建物跡を構成する遺構は、D3 区 SD1 西

側石列、D3 区 SD5 上段である。D3 区 SD1 西側石列は、先述のとおり材木町筋道路に沿って延び

る石列である。D3 区 SD5 上段は、D3 区 SD1 西側石列から 2 段に形成された溝状遺構で、南側の

上段が本区画に伴うものと想定される。下段の状況から本来は、溝内には石列があったが、溝が浅

いため石材レベルが高くなり、戦後の整地時に全て抜き取られたものと考えられる。また、溝内で

陶器甕の底部が出土している。D3 区 SD1 と D3 区 SD5 に囲まれた南側平坦面では三和土面を検出

した。

　位置と形状から D3 区 SD1 西側石列と D3 区 SD5 上段に想定される石列は建物の布基礎で、境

界石列を兼ねていたと想定される。三和土面は土間もしくはモルタル面の基礎にあたると考えられ

る。また、甕を埋置した掘り方は三和土面を切る形で掘りこまれており、甕は屋内に位置すること

になる。甕の南側には石材が検出され、周辺も何かが抜き取られたように落ち込んでいる。便槽に

してはカルシウム分の付着も見られず、用途については判然としない。

　本区画は、位置から「廣本邸（理髪店）」の敷地にあたると想定される。

〇 C5 区 SX5（付図 1・9）

　本遺構は調査区の中央南側に位置する遺構である。C5 区 SW2 東側石列の南側とその東に離れ

て位置する東西に並ぶ 2 石の直方体の石材による石列で構成される。東西列と C5 区 SW2 間には

1 石分の抜き取り痕があるため、本来は C5 区 SW2 に東西列が接続していた。区画内の大半に橙

色土が敷かれている。

　位置と特徴、復元地図から、石列は境界石列であり、東西石列の東端から南方向へ鈍角に屈曲す

るラインが被爆時の「橋本邸」の敷地にあたると想定される。

〇 C7 区 SW1・C8 区 SW1・C9 区 SW7（付図 1・9）

　本遺構は調査区の南西部に位置する遺構である。C7 区 SW1 は、C8 区 SW1 の東端に載せる形

で東西に並ぶ石列である。東西の 4 石と東端の石材の北に接する 1 石が残る。

　C8 区 SW1 は C8 区 SD1 の北側に沿って東西に延びる石列、その両端から北側に延びる石列、

東西石列の中央やや東よりから北に延びる石列からなる。北側は資料館本館基礎掘り方で消失する

が、本来はこれらの石列により方形区画が成立していたと考えられる。東側区画の一部にはモルタ

ル床面が残存し、その東側に沿って直方体の石材を敷き詰めた区画が形成されている。西側区画で

は被爆時のものと考えられる炭化材がわずかに残存し、区画とは軸がずれるが大小の直方体石材 4

点を埋設している。

　C9 区 SW7 は C8 区 SD1 の北側に平行して断続的に東西に延びる石列である。北側は資料館本

館基礎掘り方で消失する。残存範囲のやや西寄りの北側には損壊したコンクリート壁が残存してい

た。面は北向きである。

　位置と形状から C7 区 SW1 は小路と民家の境界石列と想定される。C8 区 SW1 の石列は建物の
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布基礎であり、南側の石列については C7 区 SW1 と同様、小路との境界石列の役目を兼ねていた

と想定される。東側区画は土間であり、あるいは玄関の可能性もある。西側区画は土間より一段高

い床になっていたと想定される。C9 区 SW7 の石列は建物の布基礎であり、コンクリート壁は確

認できた底面が石材より低いため、収納のための地下室があった可能性も想定できる。

　本区画は、位置から「千野邸」の敷地にあたると想定される。復元地図では西側に隣接して「長

沢邸」が位置し、明確な境界となる遺構は検出されなかったが、C9 区 SW7 の残存範囲か、本来あっ

た石材抜き取り範囲に境界があったと考えられる。

（4）銭湯跡（付図 1・9、第 21 図）

　調査区の中央部南側で銭湯跡と想定される一連の遺構を確認したので、まとめて述べる。

〇 C4 区 SB1・C5 区 SB1

　C4 区 SW2 及び、その西側に C5 区まで続くコンクリート・煉瓦・モルタル・タイルで構築した

構造物で構成される遺構である。

　C4 区 SW2 は、大小 2 ～ 3 石前後の石材を横に並べ南北方向へ延びる石列である。確認範囲の

北端では上部に密接した 2 列の直方体のコンクリート基礎を検出しているため、石列は割栗基礎

である。

　構造物は、下層に大小の礫を敷き詰め、コンクリート基礎を打設している。C4 区では現代の排

水パイプ及び桝による削平箇所を境に北側と南側それぞれに白色タイル貼りの床面を検出した。い

ずれの床面にも排水口を設置している。また、タイル面の周囲やタイル面から約 3m 西側の C5 区

SX1・4 までの間のコンクリート基礎上には直線ラインや湾曲ラインを持つ煉瓦躯体、モルタル塗

りの構造物、もしくは煉瓦痕跡を確認した。タイル面に沿って 60 ～ 70cm 幅で湾曲する構造物は

南北にほぼ対称となるものを確認した。北側の構造物の湾曲ラインは、東から西へかけて、湾曲部

が二段階で南へ拡張し、西側は方形状の構造物へ至る。南側の湾曲ラインは北側の拡張箇所に対応

する場所が削平されているが、方形状の構造物は検出しており、二段階で北側へ拡張していたと想

定される。また、西南には煉瓦一個分の幅で湾曲した壁とその内側のモルタル面、モルタル面上の

排水口を検出した。

　コンクリート基礎の北西部には基礎のうちでも独立して最下層に造られたC5区SC2を確認した。

下層の捨てコンの上に中央に 4 本の鉄筋が入る直方体のコンクリートが載り、その上が C4・5 区

SB1 のコンクリート基礎となる。コンクリート基礎上の損壊部分にも鉄筋が継続することからコン

クリートによる主柱の基礎と想定される。

　なお、C5 区 SB1 からはレンチ（1336）が出土している。

　これらの遺構は構造や特徴から銭湯の浴室にあたり、C4 区 SW2 の位置が、洗い場と脱衣場の

境の壁にあたり、コンクリート基礎上の構造物は浴槽であり、C4 区 SW2 から西側、浴槽の周囲

に洗い場があったものと考えられる。また、上部構造がかなり破壊されているが、本来は対称にな

る浴槽の間に男湯と女湯の境界があり、コンクリート基礎の西端が浴室の壁になっていたと考えら

れる。浴槽は壁沿いとなる奥側が長方形で、煉瓦躯体の構造物が方形になる箇所からは、幅を減じ
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て東側に続く湾曲ラインを持つ形状で、南側のタイル面から排水口のあるモルタル面西端までの

442cm が浴槽内の奥行であると想定される。湾曲部間の最大幅は 232cm で、煉瓦躯体の構造物

の方形部分から C4 区 SW2 中央部までは約 5m であり、浴槽外の洗い場になると想定される。削

平されて確認できなかったが、洗い場は本来、検出レベルより一段高くなったタイル敷きの面であっ

たと考えられる。

〇 C4 区 SB2・4

　C4 区 SB2 は C4 区 SB1 の東に隣接し、C4 区 SW1・2、C4 区 SF1 で構成される区画である。C4

区 SB4 はモルタル床面を持つ遺構である。これらの遺構は一連のものであると想定されるので併

せて述べる。

　C4 区 SW1・2 は、大小 2 ～ 3 石前後の石材を横に並べ南北方向へ延びる石列である。いずれも

上面が不規則な割栗基礎であり、SW2 の北端では上部に密接した 2 列の直方体のコンクリート基

礎を検出しているため、上部構造はコンクリート基礎と想定される。C4 区 SF1 は C4 区 SB2 内の

表土層下に位置する固く締まった面であり、SB2 に伴う地業痕跡と想定される。C4 区 SB4 は、C4

区 SW1 の北東側に位置するモルタル面で、北側、東側は資料館本館基礎により切られる。モルタ

ル面の下は三和土面、一部にコンクリート面が形成され、基盤となっている。概ね、C4 区 SW1

東側に沿ってモルタルが塗られている。またモルタル面の南側には破損した 2 つの直方体状の石

材が置かれ、橙色粘質土が石材に沿ってモルタル面上に南北 56cm 幅で最大 20cm の厚さで塗ら

れている。橙色粘質土は資料館基礎に切られるため全体範囲は未確認だが、土層からモルタル面全

体ではなく石材に沿った 1 区画だけに塗られているため、戦後の施設に伴うものである可能性が

考えられる。

　これらの遺構は位置と特徴から、銭湯前室を構成するものと想定される。C4 区 SW1 上には建

物の外壁、C4 区 SW2 上には先述したが脱衣場と浴室境の壁が位置し、それぞれコンクリート基

礎もしくは壁設置のための割栗基礎であると考えられる。銭湯へ向かう小路と想定される C3 区

SF2 が東側に位置することから、東側に入口があり、C4 区 SW1 の西側には順に土間（下足場）と

一段高い床面の存在を想定したい。その場合、C4 区 SF1 で検出した石材は、高床部の布基礎や床

柱礎石にあたり、C4 区 SB4 は、建物外の土間にあたると考えられる。

　なお、C4 区 SB3 は、C4 区 SF1 の北側に隣接し煉瓦を並べ内側をモルタル面にした方形区画で

あり、検出面としては A 面で被爆時の火災に伴うものと想定される炭化材が出土している。しかし、

C4 区 SB4 よりも一段低い位置に形成され、浴室の配置から、直上に北側浴室に伴う高床になった

脱衣場の存在が想定できるため、前代の建物の土間にあたるものと想定される。

〇 C5 区 SX2・C5 区 SX1・3・4・C5 区 SK1

　本遺構群は C5 区 SB1 の西側に位置する。

　C5 区 SX2 は、西側に位置する煉瓦積の壁、南側の煉瓦組床面モルタル塗りの方形区画、その北

側の南西－北東方向へ延び、底部に炭が充満する溝状煉瓦遺構からなる遺構群である。南側は調査
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範囲外に延びる。位置と形状から溝状遺構は C5 区 SX4 と現代排水パイプ溝で消失した箇所で合流

し、C5 区 SX1 に接続すると想定される。

　C5 区 SX1 は、煉瓦を溝状に積み上げ、底部に炭が充満する南北に延びる溝状遺構である。南東

側には C5 区 SB1 に向かって短く分岐する溝も形成される。位置と形状から C5 区 SX2 と C5 区

SX4 が接続すると想定される。北側は C5 区 SX3 に切られ、溝幅が狭くなっており、底面の煉瓦

配置を見ると元々は C5 区 SK1 へ向けて C5 区 SX1 がカーブを描いて続いていたものを改修して

C5 区 SX3 を設置したものと考えられる。南端は現代の排水パイプ溝によって切られる。

　C5 区 SX3 は、煉瓦を溝状に積み上げ、底部に炭が充満する南北に延びる溝状遺構である。北側

は C5 区 SK1 へ向かう煉瓦痕跡に接続する。東に隣接する C5 区 SX1 の一部を切っており、底面煉

瓦は C5 区 SX1 の本来の底面であったと想定される北端にしか敷かれていない。南側には対応する

遺構が無く、溝の底面レベルからも被爆後に南側の煉瓦が削平されたとは考えにくい。

　C5 区 SX4 は、コンクリート・煉瓦・厚い鉄板で構成された方形区画と溝状に煉瓦を積み上げ、

底部に炭が充満する南北に延びる溝状遺構からなる。方形区画の西側に位置するコンクリート壁は

上部が損壊している。方形区画内に配置された煉瓦と溝状遺構の間の狭い範囲はモルタル面になる。

位置と形状から溝状遺構は C5 区 SX2 と現代排水パイプ溝で消失した箇所で合流し、C5 区 SX1 に

接続すると想定される。

　C5 区 SK1 は、C5 区 SX1 ～ 4 の北西側に位置し、中央に方形坑がある煉瓦組の方形施設である。

最下層にコンクリートで基礎が造られ、その上に煉瓦が方形に積まれるが、下 2 段が一回り大きく、

その上に最大 4 段が残存する。方形施設下段の東側には煉瓦痕のある三和土と煉瓦面が広がり C5

区 SX1・3 につながる。

　これらの遺構は、位置と特徴から、銭湯の給湯のための燃焼施設に伴うものと想定される。C5

区 SX2 の煉瓦壁は「菊の湯」燃焼施設の外郭壁で、C5 区 SX2 及び C5 区 SX1・3・4 の煉瓦組の

溝状遺構は本来、上面も被覆された煙道であると考えられる。ただ、SX1 南側の突出部と SX4 の

南側は C5 区 SB1 にあたる浴室西側に接しており、焚口があったとは考えられないため、煙道の清

掃口が存在していた可能性がある。また、C5 区 SX3 は検出範囲だけでは、南側に通じる場所が確

認できていないため、削平された上面にルートを上げて、C5 区 SX2 に接続する可能性、もしくは

現代排水パイプ溝に切られた場所に焚口もしくは清掃口が存在した可能性が想定される。C5 区

SX2 及び C5 区 SX4 の方形区画は焚口施設の基礎や清掃口への通用道などにあたると考えられる。

C5 区 SK1 は煙道からつながる煙突の基礎部分にあたり、東側の煉瓦痕跡上には、本来、煙突につ

ながる煙道があったと考えられる。

〇 C5 区 SK5

　本遺構は、C5 区 SX2 の西側に位置する中央に深い小穴がある楕円形土坑である。埋土には、被

爆瓦礫と砂が入り、小穴の底部は未検出である。特徴から、管井の井戸で、上部には水道ポンプが

設置されていたと想定される。
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　本区画は、位置から銭湯「菊の湯（福原邸）」の敷地にあたると想定される。位置や特徴、被爆

後の写真から、ここまで述べてきた C4 区 SB1・2・3・C5 区 SB1 は、建物としては一棟の中に入

る構造であると想定される。写真（写真図版編 1 図版 3）では、本遺構の位置には東から西にかけ

て幅を減じる平面形状が台形の建物が残存している。想定敷地区画もあわせて考えると本遺構に相

当するもので、建物は被爆の爆風や火災に耐え得る少なくとも柱には鉄筋コンクリートを使用した

コンクリート製のものであったと想定される。C5 区 SX2 がこの建物内の西端にあたるかは判然と

しないが、SX2 の西側には壁の存在が想定できるため、給湯のための燃焼施設も何らかの建物の

屋根内にある施設だったと考えられる。想定される敷地の間口は最大の東側で約 12 ｍ、C5 区

SX2 付近で約 7 ｍ、奥行きは約 22 ｍである。

（5）防空壕（付図 1・9）

　調査範囲では、A4 区 SB1 地下室、D3 区 SK1、D8 区防空壕の 3 基の防空壕を確認した。先述し

たとおり、A4 区 SB1 地下室は、本来地下収納として使用していた地下室を転用したもので、D3

区 SK1 は家庭用の簡易な防空壕である。

〇 D8 区防空壕（第 23 図）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本遺構は調査区南西部に位置し、南東側は調査範囲外に延びる。方形に掘りこまれた土坑内で柱

材や土留板、一部に敷かれた床板を検出した。また、北西側に出入口とそこから中に入る階段を 3

段分検出したが、1 段目は土坑内の区画に設置され、3 段目の北側は現代の排水パイプ溝によって

切られている。1・2 段の南端には床板材が残存する。階段幅は 48cm で、壕内部分も含めて残存

する長さが 130cm、段差は約 20cm である。

　方形土坑の底面規模は東西 238cm、南北 180cm で、残存する深さは 90cm である。掘り方の

南に隣接する D8 区 SW1 の石材上面との比高差は約 1.6 ｍである。

　柱材は階段の北端両側に位置する P1・P5 から概ね列をなすものを、西列は 4 本、東列は 3 本、

また、土坑底面の東側では、調査範囲境で倒れてはいるが柱材と想定される P8・P9 の 2 本を検出

した。柱間距離は P1 － P2 が 78cm、P2 － P3 が 66cm、P3 － P4 が 40cm、P1 － P5 が 60cm、

P5 － P6 が 80cm、P6 － P7 が 48cm、P2 － P6 が 70cm、P6 － P8 が 100cm、P8 － P9 が

51cm である。

　土留板は土坑それぞれの壁面で確認し、西壁では 3 枚の板で床面から 54cm の高さまで残存し

ていた。板に沿った P2 ～ P4、P6、P8、P9 は土留板の固定の役割も持っていたと想定される。

　これらの遺構の特徴と構造から、本遺構は、防空壕の中でも小型の地下式壕であると想定される。

昭和 16 年（1941）に刊行された『防空壕の実際知識』掲載の設計例で規模や構造が近いものは「小

型地下式防空壕（両側席）」である 2）。これを参考に本遺構の構造を想定すると、本来は柱で補強

された土留板が壁面を覆い、土坑掘り方上には丸太等の梁材を渡してその上に板を敷き、方墳状に

土を盛っていたと考えられる。また、出入口階段はもう一段程度北に延びていたと考えられる。ま

た、設計例を参考にした場合、床面の東側には北・東・南壁面に沿って「コ」字状に一段高い腰掛

け施設を設け、そこから東側外に向けて、北側の出入口より段差の高い非常用出入口を設けていた
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と想定される。

　本遺構は周辺遺構の位置や復元地図から、誓願寺境内内に位置すると想定される。北側に出入口

が延びるとすると、C8 区道路に近接するため、境界の垣などがあったとは想定しにくく、小路側

にも開放された防空壕であった可能性が考えられる。被爆後の誓願寺境内を米軍が撮影した写真に

は、開口部が写っているものや天井板や梁材が焼失もしくは損傷したために壕内に盛土が落ち込ん

だものなど、防空壕が 4 基確認できる 3）。写真は本遺構より東側を北から写したものではあるが、

誓願寺の広い境内は本格的な防空壕の築造地として適していたのであろう。

4　近代の遺構

　層位における B 面から D 面で検出した遺構については、ガラス瓶や煉瓦を含めて近代の遺物を

伴うことが多い。検出面を中心に遺物や検出状況も考慮して、近代に属すると判断した遺構のうち、

特筆すべきものについて述べていく。計測値や想定時期、それ以外の遺構については、後掲する遺

構観察表を参照されたい。

（1）材木町筋道路跡（付図 2 ～ 4）

　本遺構は調査区の東側に位置する道路遺構である。被爆面ではアスファルト面を確認したが、近

代と想定される B ～ D 面でもほぼ同じ位置で、砂利の混じる面や堅緻な面を確認した。側溝や縁

石は新しい時期に抜き取られ、攪乱されている箇所がほとんどだが、C 面の B2 区 SW2・3、B2 区

SD1 や D 面の A3 区 SW2 や B3 区 SW3 は部分的に石列が残存する。D 面の C3 区 SD4 と D3 区

SD4 は側溝や縁石の石列設置のための基礎となる根石であると考えられる。

　道路の幅を性格に測定できる遺構は確認できなかったが、B2 区 SW2 の西側石列から B3 区

SW3 に伴う溝状遺構の東端までは 4.86m、D3 区 SD4 の東端から道路面が想定される堅緻面東端

までは 5.27 ｍとなる。

（2）民家跡

　確認した遺構に基づいて、民家の敷地境や建物がいくつか想定できたので述べる。また敷地内の

特筆すべき遺構についても併せて述べる。

〇 B1 区 SB1（付図 2）

　本区画は調査区の北東部に位置する区画で、被爆面の項においても述べているが、B 面において

も区画を想定できた。A1 区 SW1 と B1 区 SW1 で構成されており、その間の被爆面における焼土

や砂、瓦片などの堆積物を取り除くと、標高 2.3 ～ 2.4 ｍの堅緻な面が確認できた。面上では一部

に漆喰や炭化物が出土した。面は 10cm 前後の厚みがあり、概ね上層は橙色土、下層は暗褐色土で

構成されていた。ただ、当初から上層の橙色土が検出されず、下層の黄橙色土や暗褐色土が露出し

た箇所も多く、多色のパッチワーク状の面になっていた。

　位置や特徴からこの面は土間にあたると考えられる。パッチワーク状の多色面になった原因とし
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ては、三角州の上に形成されているため地盤が軟弱で不同沈下が生じたことが考えられる。土入れ

をしたが、元の基盤が平坦でないことやさらなる不同沈下により、生活使用で均一に削れず、沈下

の少ない箇所の下層が露出したものと想定される。

　敷地の間口は 4.7 ｍであり、西側は削平された材木町筋道路まで延びると想定される。

〇 B1 区 SB3（付図 3・4）

　本区画は調査区の東側、材木町筋に面した東側に位置し、検出面は C ～ D 面である。区画は主

に B1 区 SW9、B2 区 SW3 で構成され、東側は調査範囲外へ続く。北側に対応する石列はないが、

B1 区 SW12 の南側が北端にあたると想定される。B1 区 SW9 は、B1 区 SW8 の北側に隣接し、東

西に延びる石列で面は南を向く。西側は資料館本館基礎掘り方で切られる。東側の石材が抜けてい

るが、調査区東側へ延びると考えられる。B2 区 SW3 は、B2 区 SW1 の東側で北東－南西方向へ

延びる石列で、南北を資料館本館基礎掘り方に切られる。B1 区 SW12 は B1 区 SW1 の下から検出

した東西に延びる石列である。石材が抜き取られ、裏込めと想定される石材も含めて断続的に続く。

面は南向きである。西側は資料館本館基礎掘り方で切られる。東側は、本来あった石材が抜き取ら

れており、調査範囲外に延びると考えられる。

　位置と特徴から B1 区 SW9 は南側の境界石列で、B2 区 SW3 は材木町筋道路の民家側の縁石で、

建物の布基礎を兼ねていたと想定される。

　区画内には B1 区 SW7・10 を確認した。B1 区 SW7 は、東西に延びる比較的小さな石材で形成

された石列で面は南を向く。B1 区 SW4 の下から検出するが、軸方向が B1 区 SW4 とは異なる。

東側は調査範囲外に延び、西側は B1 区 SW4・5 で形成される土管埋設溝で切られる。位置や特徴

から、小規模な建物や構造物の基礎である可能性が考えられる。B1 区 SW10 は、東西に短く延び

る石列である。残存状況からはどのように継続するのかは想定できない。北側には浅い方形土坑を

検出した。また同一面上では、南側に少し離れて炭が入った火鉢が、北側に銭貨（1196・1197）
と鉄製箸が出土した。（1197）には明治13年の刻印がされる。火鉢は面に合わせて設置されていた。

位置や特徴から周辺に作業用の土間が形成され、本遺構は何らかの構造物の基礎であったと想定さ

れる。

　敷地の間口は 6.8 ｍである。

〇 C1 区 SB2（付図 3）

　本区画は調査区の南東側、材木町筋に面した東側に位置する。構成する遺構の検出面は B ～ C

面と分れるが、周辺の遺構との先後関係をふまえると場所による層位の差であり、全体としては C

面の遺構と捉えられる。区画は主に B1 区 SW8、C1 区 SW3 下段で構成され、東側は調査範囲外

へ延びる。B1 区 SW8 は、東西に延びる石列で面は北を向く。東側は調査範囲外に延び、西側は

資料館本館基礎掘り方で切られる。東側に顕著だが、小石材によって裏込めが施される。C1 区

SW3 下段は、C1 区 SW2 の北側に隣接して東西に延びる石列である。大きめの石材を 1 ～ 3 石程

度積み上げて石列を築いている。
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　位置と特徴から、B1 区 SW8 は北側の境界石列、C1 区 SW3 下段は南側の境界石列にあたり、

それぞれ建物の布基礎を兼ねていたと考えられる。区画の西側を想定できる遺構は検出できなかっ

たが、材木町筋道路の堅緻面東側の溝状遺構付近と想定される。

　区画内で検出した主な遺構には C1 区 SF1、C2 区 SK7 がある。

　C1 区 SF1 は、B1 区 SW8 の南側に広がる礎石と漆喰痕跡を検出した面である。南側を中心に面

上には炭と大量の瓦片が出土した。礎石は、大小いくつかの石材の組み合わせで集石状になるもの

と 1 石のみを並べたものに分けられる。抜き取りもされているので判断が難しいが、集石状のも

のは B1 区 SW8 の東端南側に 1 か所、さらに南に約 2 ｍ間をあけ、B1 区 SW8 に平行して並ぶ 2

か所を確認した。この 3 か所については、遺構上に炭があまり確認されない。B1 区 SW8 の西端

南側に 2 石が近接して南北に並ぶものも遺構上に炭が確認されず、集石状礎石のグループである

と想定される。1 石のみのものは、炭・瓦だまりの下から検出され、B1 区 SW8 に直交して南北に

並ぶ 4 石と東列南端から西側に直角に向きを変え、集石状礎石の下層に位置する 1 石を確認した。

炭だまりでは、小穴があけられた鉄塊やガラス瓶片などが出土した。

　位置や特徴、層序から C1 区 SB2 に伴う土間であると想定される。また、火災があったと考えら

れ、火災前の面と火災後に炭や瓦を集め、土を入れた整地後の面とに分かれる。検出範囲だけでは、

礎石の性格は想定しにくいが、集石状のものは火災後の C1 区 SB2 の建物の柱基礎、1 石のみのも

のは火災前の束柱基礎とも考えられる。磁器（259）・土師質土器（883）が出土しており、遺物

の時期は大正から昭和期と想定される。

　C2 区 SK7 は、C1 区 SW3 の 1.8 ｍ北側に位置する円形土坑である。南側は現代の排水パイプ溝

に切られる。埋土には、板状の鉄片が充満しており、その中に缶や溶けたガラス片、焜炉や甕など

の陶磁器片も含まれる。層序や特徴から後述する「缶詰工場」稼働時の廃棄土坑と想定される。磁

器（288 ～ 292）が出土しており、遺物の時期は明治後半から大正期と想定される。

　本区画は一度火災に遭った民家の敷地であり、C2 区 SK7 の存在から一時期「缶詰工場」の一部

になった可能性が想定される。敷地間口は 7 ｍである。検出面や遺物の時期で若干新しい時期の

ものが含まれるが、後代の B1 区 SB2 の存在もふまえると C 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 C1 区 SB3（付図 4）

　本区画は調査区の南東側、材木町筋に面した東側に位置し、検出面は D 面である。区画は主に

B1 区 SW11 南列、C1 区 SW5 で構成される。B1 区 SW11 南列は、B1 区 SW8 の下から検出した

東西に延びる石列で、西側は資料館本館基礎掘り方で切られる。東側は B1 区 SW8 の大きな石材

の下半が本遺構の石材上面レベルより低い位置まで延びているために、本来あった石材が抜き取ら

れており、調査範囲外に延びると考えられる。主要石材の上面が平坦に揃っており、南側には小石

材によって裏込めが施される。C1 区 SW5 は、材木町筋に沿って「Ｌ」字状に延びる石列で、北

側は資料館本館基礎掘り方に切られ、列の途中でいくつかの断続箇所がある。材木町筋に沿った南

北列は大きさのそろった直方体の石材を並べ、面は西を向く。東西列は面を南に向け、検出範囲の
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中央付近は下段に大きめの石材を並べており、特に西半の石材は上面のラインが平坦に揃う。

　位置と形状から、B1 区 SW11 南列は本区画の北側の境界石列にあたり、建物の布基礎を兼ねて

いたと考えられる。C1 区 SW5 の南北列は C1 区 SB3 の建物の布基礎であり、東西列は南側の境界

石列で、少なくとも西半については建物の布基礎を兼ねていたと考えられる。

　区画内で検出した主な遺構には C1 区 SK8、C2 区 SK9 がある。

　C1 区 SK8 は、B1 区 SW11 の南側に 2 ｍ離れて位置する円形土坑である。きれいな円形の掘り

方を持ち、埋土に炭が入ることから、何らかの火を使う施設の痕跡であると考えられる。陶磁器（266

～ 269）が出土し、遺物の時期は 17 世紀後半～明治期までの時期が想定される。

　C2 区 SK9 は、C1 区 SW5 東西列の北側に 1.6 ｍ離れて位置する楕円形土坑である。掘り方から

131cm の深さまで検出したが、底面で水が湧いたため底部は未確認である。形状と特徴から井戸

である可能性が想定される。陶器（270）が出土し、遺物の時期は 17 世紀後半の時期が想定される。

　敷地間口は 7 ｍである。層位や周辺遺構との関係から、B1 区 SW11 南列と C1 区 SW5 は E 面

においても区画を構成する遺構であると考えられることから、建物は E 面の時期から継続してい

る可能性が高い。

〇 C1 区 SB4（付図 4）

　本区画は調査区の南東側、材木町筋に面した東側に位置し、検出面は D 面である。区画は主に

C1 区 SW4、C2 区 SD2・4 で構成される。C1 区 SW4 は、C1 区 SW2 の下層に位置し、東西に断

続的に延びる石列である。面は北を向く。C2 区 SD2 は、C1 区 SW5 南北列の南側に継続して北東

－南西方向に延びる溝状遺構である。南は調査範囲外へ延びる。C2 区 SD4 は、C2 区 SD2 の北端

から南東に向けて延びる溝状遺構である。C1 区 SW4 石列ラインから南側に 25cm 前後離れて掘

り方の中心が位置する形で平行して延びている。

　位置と特徴から、C1 区 SW4 は本区画の北側境界石列にあたると想定される。C2 区 SD2・4 は

石材が抜き取られた石列の掘り方で、本区画の建物の布基礎であると考えられる。C1 区 SW4、C2

区 SD2・4 は E 面においても区画を構成する遺構であると考えられることから、建物は E 面の時期

から継続している可能性が高い。

〇 C3 区 SB2（付図 2）

　本建物跡は調査区の南東側、材木町筋に面した西側に位置し、検出面は B 面である。建物は、

主に C3 区 SW4、C3 区 SC1 で構成される。C3 区 SW4 は、C3 区 SF1 の下層で検出した石列である。

北側は資料館本館基礎掘り方に切られる。礫を使用した東列とその南端から、直方体石材を使用し

て西に延びる南列、南列西端から礫 2 石が北に延びる西列からなる。本来は北に延び方形もしく

は長方形の石列を形成していたと考えられる。東列は他の列に比べて一段下がるが、層位からも前

代の石列を利用して、本来はもう一段石材が載っていたものと考えられる。南列と東列南端に沿っ

た南側は三和土面になっている。C3 区 SC1 は不定形な円柱状のコンクリート基礎である。検出し

た 6 基のうち 5 基は C3 区 SW4 の想定される方形区画内に、1 基は西側のものから 246cm 西に
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離れて位置する。5 基の中央部には一辺 10cm 大の正方形の穴があいており、四角い柱が据えられ

ていたことが想定された。残る 1 基も上面が削平されているため、本来は柱穴があったものと想

定される。東側に配置された 4 基は方形に配置され、短いところで 58cm しか間隔がない。

　位置と特徴から C3 区 SW4 は建物の布基礎と想定され、材木町筋から「L」字状に南側に回り込

む屋外の土間が形成されていたと考えられる。C3 区 SC1 は建物の柱基礎であるが、東側に配置さ

れたものは、主柱としては間隔が狭すぎるため、束柱の基礎も含まれると考えられる。

　また、C3 区 SC1 の西端で検出した基礎の 90cm 南西側から「L」字状の石列を確認した。石列

は東西に 3 石、西端から南側へ向きを変えて 1 石延びる。東西列の東側の 2 石は 2 段に積み上げ

ており、石列全体の石材上面レベルを標高 2.4 ～ 2.42 ｍに揃えている。位置から本建物跡の柱礎

石であると想定される。

　建物の規模については、明確な遺構が検出できず、想定し得なかった。

〇 C4 区 SB3・C4 区 SW4（付図 2・3）

　本建物跡は調査区の南側に位置し、検出面は B 面である。C4 区 SB3 は、煉瓦を並べた内側をモ

ルタル面にした方形区画である。北側と西側は資料館本館基礎掘り方で切られ、煉瓦は東側と南側

の一部に 6 個のみ残存し、他は抜き取られている。南側煉瓦の下は C4 区 SW4 東西列の西側が基

礎となっている。C4 区 SW4 は、東西方向の石列とそれに直交して南北方向に延びる石列である。

直交箇所は 1 石のみがわずかに南側にはみ出し、継続する石列や痕跡が無いため、機能的には「⊥」

字状の石列になると想定される。C4 区 SB3 では、磁器（347）、金属器（1332）が出土し、磁器

の年代は大正期と想定される。位置や特徴から、C4 区 SB3 は建物内の土間で、C4 区 SW4 は布基

礎にあたると想定される。

　ここで、C3 区 SB2 を構成する C3 区 SW4 南列と「L」字状の石列の南側石材を C4 区 SW4 東西

列、C4 区 SB3 南側と比較すると、ラインが揃っている。A 面の時期の想定敷地境をあてはめると、

C4 区 SW4 と C4 区 SB3 のみで建物を想定すると狭小になる。これら一連の遺構は同一の建物であっ

たとも考えられよう。A 面検出の C4 区 SB2 が本建物跡の上に位置しており、C4 区 SB2 の時期も

ふまえると B 面検出ではあるが、活用されたのは C 面の時期が中心であったものと想定される。

〇 D3 区 SB3（付図 2）

　本区画は調査区の南東側、材木町筋に面した西側に位置し、検出面は B 面である。区画は主に

D3 区 SW3、D3 区 SD1 西列からなる。D3 区 SW3 は、D3 区 SW1 上段から材木町筋に沿って北東

－南西方向に断続的に延びる南北石列とその北端から西側に向かって点在する板石群である。板石

群は抜き取り痕が確認できる箇所もあるが、SD1 によって石材のみが残存する箇所もあり、列を

なしていたかどうか判断し得ない。ただ石材の北側ラインがほぼ直線になることから一連のもので

あると想定できる。D3 区 SD1 西列は材木町筋道路の西側に沿って、北東－南西方向に延びる直方

体の石材による石列である。D3 区 SW3 東列と 65cm の間隔を空けて平行に延びるが、D3 区 SW1

の位置で西向きに屈曲して SW1 に接続し、さらに南に屈曲して調査範囲外へ延びる。また、D3
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区 SD5 は A 面で検出したが、B 面においても下層が残存する。SD5 は、本区画とほぼ同位置にな

る D3 区 SB1 の南側境界と想定され、本区画の直接の境界石列設置溝ではないかもしれないが、同

位置での境界区画の存在が想定できる。

　また、それらの遺構をつなげると方形区画になるが、ほぼ全面が暗褐色の堅緻な面となっている。

堅緻な面は D3 区桝 1 の北側では D3 区 SW3 南北列の東側へも広がる。

　位置や特徴から D3 区 SD1 西列は建物の布基礎で、D3 区 SW3 北側板石群は布基礎もしくはそ

の設置のための下層基礎であると考えられる。堅緻な面は屋内の土間で、D3 区 SW3 南北列は土

間内の何らかの施設の基礎であると想定される。

　区画内では D3 区 SW1 上段、D3 区 SK4・5・12 を確認した。

　D3 区 SW1 上段は、D3 区 SD1 西列から西に延びる石列で調査範囲外へ続く。検出範囲の西端南

側には大きめの石材 2 石で裏込めがなされている。後述するが、本来は誓願寺に伴う遺構と想定

される。D3 区 SW3 南北列とともに土間内の施設基礎として転用された可能性が考えられる。

　D3 区 SK4 は、検出範囲の土間中央に位置し、方形土坑である。北西側は D3 区 SK2 に切られる。

埋土には、陶磁器片が入る。D3 区 SK5 は、SK4 に隣接する方形土坑である。埋土には陶磁器片、

瓦片が入る。底面から薄い鉄板片が出土した。位置と形状から、D3 区 SK4・5 は、本来は 2 基で

地下室（穴蔵）として機能していた可能性が考えられる。SK4 からは陶磁器（821・822）、土師

質土器（969）が出土し、遺物の時期は大正から昭和期が想定される。

　D3 区 SK12 は、D3 区 SW1 に沿って掘りこまれた方形土坑である。D3 区 SK1 に上層を切られる。

底面では板材を検出した。1 枚は南北方向に長手を、3 枚は東西方向に長手を向けた計 4 枚を組み

合わせて長方形の区画を作り、倒れてはいるが北側と南側に側板が残存している。そのため本来は

木製桝であったと考えられる。桝内部の東寄りには、底部に大きな穴を設けた円筒形土師質土器を

内部に置いた土師質の火鉢が南側に通風孔が位置するように据えられていた。なお、木製桝の裏込

めからガラス瓶（998）ともう 1 本の計 2 本が出土した。遺物の時期は昭和前期と想定される。位

置と特徴から D3 区 SB3 に伴う地下室（穴蔵）と想定される。

　本区画と D3 区 SB1 の区画はほぼ同位置と想定できる。区画内で検出した遺構から大きく土間の

利用状況が変化しているので、別区画として報告したが、建物自体は同一のもので、改装を行った

可能性も考えられる。敷地間口を想定できる遺構は確認できなかったが、D3 区 SB1 と同区画とす

るなら 5.81 ｍである。

（3）工場関連施設

　近代遺構の中には工場に関連するものと想定される遺構をいくつか検出したので、特筆すべきも

のについて述べる。

・業種不明

〇 A3 区 SX2（付図 3）

　本遺構は調査区の北東側、材木町筋に面した西側に位置するコンクリート基礎が配置された面で

ある。検出面は C 面で A3 区 SB1 の区画内の下層にあたる。コンクリートは、鉄筋 2 本入りで高
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さのない直方体の C1、鉄筋 2 本入りの背の高いブロック状の C2 ～ C9 の 8 点、鉄筋 4 本入りで

上面に長方形の跡が残る幅広で直方体状の C10 を検出した。材木町筋に直交するラインで 3 列に

間隔をあけて配置される。それぞれ東から、北列は C1 － C2 －隣接する C6・C7 の順、中央列は

C3 － C4 － C10 の順、南列は C5 －隣接する C8・C9 の順になる。南北のラインは揃っていない。

構造や配置から何らかの装置や機械類を据え付けるための基礎と考えられる。日本工業大学の平柳

恵作氏によると、基礎は小型のプレス裁断機の可能性が高く、機械の動力はけとばし（フットプレ

ス）の可能性があるとのことである。

　また、C10 の北西側には煉瓦 2 個を躯体にコンクリートで成形した正方形の構造物を検出した。

上部が損壊しているが柱基礎になると想定される。さらに北には煉瓦を「コ」字状に組んだ外側に

モルタルを塗布した桝状の構造物を検出した。北側が現代の排水パイプ溝によって切られており、

本来の形や性格は想定し得ない。

・針工場

〇 A9 区 SB2（付図 3）

　本遺構は調査区の北西側に位置し、検出面は B 面である。南北方向に延びる 2 列の石列を検出

したが、北側は調査範囲外へ延び、南側は資料館本館基礎掘り方に切られる。本来は東石列が屈曲

し、東方向へ延び方形区画を形成していたと想定される。A9 区 SB1 下層の真砂土層で確認し、遺

構面には筋状に真砂土が入る。石列はそれぞれ別の建物の布基礎にあたり、間は小路になっていた

と想定される。東列については、東側で確認した遺構から「針工場」の建物にあたると考えられる。

直上には A9 区 SB1 が位置しており、周辺の遺構の状況もふまえると、検出面とは異なるが、C 面

の時期の遺構と捉えられる。

〇 A8 区炉跡 1（付図 3）

　本遺構は調査区の北西側に位置し、検出面は B' 面である。半円形土坑内に煉瓦組の床を組んだ

遺構である。北側は現代の排水桝に、東側は A8 区 SK7 によって切られ、上部構造も攪乱されてい

る。残存する煉瓦は 2 列が南北に 85cm 並び、北端と南端に石材を配置している。南端の石材は 2

石並び、南側の石材は壁状に立ち上がる。また、西側には半円状の石材を煉瓦床面と上面を合わせ

て設置している。北西側にも煉瓦が 1 個残存する。煉瓦や石材も含めて周囲は被熱しており、埋

土はほぼ焼土である。磁器（117）、土師質土器（846）が出土し、遺物の時期は明治期と想定さ

れる。

　残存状況から、本来は円形土坑内に煉瓦や石材で床や壁を組んでいたと考えられ、北端と南端の

石材の距離である 136cm 程度の規模の施設であったと想定される。周辺遺構もふまえると「針工場」

に伴う炉跡であると考えられ、C 面の時期を中心とした遺構と捉えられる。

〇 A9 区 SF2（付図 4）

　本遺構は A8 区炉跡 1 の北西に位置し、砂鉄が 1 ～ 2cm 堆積する面である。検出面は C 面である。
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位置や周辺遺構をふまえると「針工場」に伴う砂鉄であると考えられる。

〇 A8 区 SK4・A9 区 SK3・4・5・6・8・9・10・11（付図 3）

　いずれも B ～ C 面から検出した土坑である。

　A8 区 SK4 は楕円形土坑であり、埋土には炭が充満し、縫い針の塊が出土した。磁器（105）が

出土し、遺物の時期は大正期と想定される。

　A9 区 SK3・4 は楕円形土坑であり、坩堝と縫い針が出土した。SK3 から陶器（146）が、SK4

から坩堝とその蓋（854・855）が出土し、遺物の時期は明治後半期と想定される。

　A9 区 SK5・6 は方形土坑であり、坩堝が充満した状態で出土した。SK5 から坩堝（856・857）

が出土し、遺物の時期は明治期と想定される。

　A9 区 SK8 は破損した甕の上半部を逆位にして壁の一部とした円形土坑である。甕の掘方から針

が出土した。磁器（147）、坩堝とその蓋（858 ～ 860）が出土し、遺物の時期は明治～大正期と

想定される。

　A9 区 SK9 は方形土坑であり、上層は砂が充満し、下層から縫い針の塊が出土した。磁器（148）

が出土し、遺物の時期は明治期と想定される。

　A9 区 SK10 は 2 つの楕円形土坑が重なった不定形土坑であり、縫い針の塊が出土した。陶器

（149）、金属器（1310）が出土し、遺物の時期は近代と想定される。

　A9 区 SK11 は SK9 直下に位置する楕円形土坑であり、大量の坩堝片や針用の砥石が出土した。

陶磁器（150・151）、坩堝とその蓋（861 ～ 870）、金属器（1311・1312）が出土し、遺物の時

期は明治期と想定される。

　位置や特徴から「針工場」に伴う廃棄土坑であると考えられ、C 面の時期の遺構と捉えられる。

・缶詰工場

〇 B4 区 SF2・SD1（付図 3）

　本遺構は調査区の中央やや東寄りに位置し、検出面は C 面である。

　B4 区 SF2 は、煉瓦と三和土で構築された構造物と三和土面の上にモルタルを塗布した面であり、

B4 区 SD1 も含まれる。四方を資料館本館基礎掘り方により切られる。北側には三和土面に煉瓦を

2 段積み、その上に厚い板を据え、3 か所に板と煉瓦を貫通するボルトを付けた直方体の構造物を

検出した。損壊した北西側にも本来はボルトが存在していたと想定できる。そこから SD1 が南北

に延び、SD1 検出範囲の南側で西に向けて一段上がったモルタル面が延びる。モルタル面の南北

端は損壊しているが、北側には SD1 の壁面躯体である煉瓦から継続する煉瓦の抜き取り痕が続い

ており、北側は壁構造であったと想定できる。SD1 は、南北に延びるモルタル塗りの溝状遺構で

ある。残存部から煉瓦躯体モルタル塗りの壁を両側に持っていたことが想定され、モルタル床面は

北から南に向けて傾斜している。

　検出層位や位置から、材木町に所在していた「缶詰工場」にあたる範囲と想定され、B4 区 SF2

の直方体構造物は機械設置基礎で、モルタル床面は検出幅もふまえると通路として使用したもので
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あり、B4 区 SD1 は排水路としての機能を持つと考えられる。

〇 B5 区 SF1（付図 3）

　本遺構は調査区の中央に位置し、検出面は C 面である。煉瓦とモルタルで形成された床面で、東・

西・南側を資料館本館掘り方で切られ、床面も部分的に切られる箇所がある。煉瓦を南北に一列並

べ、東側をモルタル面とし、西側に煉瓦を網代組みになるよう並べ床面としている。モルタル床面

の北側には B5 区桝 1 が位置し、周辺は攪乱されているが、煉瓦、モルタルともに桝 1 の近辺にも

残存しており、桝は床面に先行して設置されたか、同時に設置されたと想定される。

検出層位と位置をふまえると「缶詰工場」に伴う床面と考えられる。

〇 B7 区炉跡 1・2（付図 3）

　本遺構は調査区の中央西側に位置し、検出面は C 面である。B7 区炉跡 1 は掘り方の一角のみ残

存する土坑である。上層に円形の炭化物層、下層に焼土を検出した。B7 区炉跡 2 は、楕円形土坑

であり、広範に焼土面を有する。下層に砂鉄層を検出した。炉跡 2 から、陶磁器（227 ～ 231）

が出土し、遺物の時期は明治前期と想定される。

　検出層位と位置、特徴をふまえると「缶詰工場」に伴う炉跡や竈の可能性が想定される。

〇 B8 区 SK3（付図 3）

　本遺構は調査区の中央西側に位置し、検出面は B' 面である。長方形土坑で、西側は資料館本館

基礎掘り方により切られる。大量の缶や衣装ケースのような鉄片が出土した。磁器（236）、金属

器（1321）が出土し、遺物の時期は明治後半と想定される。

　検出層位と位置、特徴をふまえると「缶詰工場」に伴う廃棄土坑の可能性が想定され、C 面の時

期の遺構と捉えられる。

〇 B8 区 SK12・13（付図 3）

　本遺構は調査区の中央西側に位置し、検出面は C 面である。SK12・13 とも二段に掘りこまれた

方形土坑であり、対をなしている。SK13 の上段底部には半壊した煉瓦組の施設が残存する。SK12

上段にも煉瓦抜き取り痕と見られる小穴があり、本来はそれぞれ上段に煉瓦組の構造物が存在して

いたと考えられる。埋土には煉瓦や瓦礫が充満していた。SK12 から磁器（238）が、SK13 から

磁器（239）が出土し、遺物の時期は大正期と想定される。

　検出層位と位置、特徴をふまえると「缶詰工場」に伴う何らかの機械の設置痕と想定される。

　

〇 B8 区炉跡 1（付図 3・第 25 図）

　本遺構は調査区の中央西側に位置し、検出面は C 面である。上部は円形に下部は方形に掘りこ

まれた土坑内に煉瓦を組んで構築した施設である。上層は墓群により半壊する。煉瓦は、上段は土

坑に合わせて円形に壁面を構築し、下段は東側に「コ」字状に開口する床と壁を構築している。上
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段径は 88cm、「コ」字状方形部の床面規模は 30 × 74cm で、底面標高は 1.35 ｍである。残存す

る床面からの高さは方形部で 45.8cm、円形部も合わせると 66cm である。開口部からは、さらに

土を掘りこんで溝を東へ延ばしている。溝は 52cm 東へ延びて資料館基礎に伴う掘り方に切られる。

磁器（241・242）が出土し、遺物の時期は明治前葉～中葉と想定される。

　位置と特徴から、「缶詰工場」の竈遺構と考えられ、上段には釜を据え、下段は燃料の焚口及び

燃焼室、東に延びる溝は通路になると想定される。

〇 C5 区 SX6・7・C6 区 SB4（付図 1 ～ 4）

　本遺構群は調査区の南側中央部に位置し、検出面は C 面である。

　C5 区 SX6 は、煉瓦と三和土製の構造物である。中央の方形桝とその東西の一部煉瓦が残る区画

（区画 a）、南側の C5 区 SW4 との間の区画（区画 b）、桝の北側に接し、北西方向へ延びる溝状と

想定される煉瓦積とで構成される。東側は C5 区 SX7 と接し、西側は資料館本館基礎掘り方で削平

される。南側は C5 区 SW4 石垣壁面に接し、C5 区 SW4 壁面にはモルタルが塗られている。区画

a は現状では三和土面が広いが、面には煉瓦痕があることから、煉瓦積の構造だったと想定される。

南側の C5 区 SW4 に沿った三和土面になる区画 b には炭や灰が厚く堆積していた。溝状煉瓦積は

北側を資料館本館地中梁掘り方で削平されており北壁は底部の 1 個のみが残存する。溝の底面で

ある三和土上には炭が出土し、南東－北西方向へ延びる溝内の南壁上半にはススが付着している。

C5 区 SX6 の構造物の下からは磁器（425 ～ 427）が出土し、遺物の時期は 19 世紀前半から明治

期と想定される。

　C5 区 SX7 は、石材を積み上げ壁を築き、内面をモルタルで塗り、三和土の床面を持つ室状遺構

である。南面は C5 区 SW4 に接し、西面には石材と煉瓦を組み合わせた開口部が設けられ、C5 区

SX6 の区画 b へ至る。室内は 136 × 81cm で残存する高さは最大 88cm である。西面開口部は幅

42cm、高さ 54cm である。室内下層には炭と灰が堆積し、開口部を経て SX6 区画 b のものへと続

いている。C5 区 SX7 の掘り方からは磁器（428）が出土し、遺物の時期は明治後半から大正期と

想定される。

　C6 区 SB4 は、C6 区 SW3 西端北側に沿って築かれた煉瓦積の構造物とその北側の溝状の三和土

面からなる。B6 区 SC1 により西側が、資料館本館柱掘り方により東側が損壊する。煉瓦は方形状

に積み上げられるが上段と下段は軸を変えて段状になる。C6 区 SW3 は C5 区 SW4 と同様に壁面

にはモルタルが塗られており、石垣沿いに三和土の痕跡や炭・灰が出土する。陶磁器（448 ～

450）が出土し、遺物の時期は明治期と想定される。

　位置と特徴、層位から、これらの遺構は「缶詰工場」に伴う一連のものであると考えられる。

　C5 区 SX6 北側の溝状煉瓦積は、上部を被覆された煙道だったと想定される。ススは南端では上

位のみに付着するが北西に向かって下方向に湾曲して降下し三和土面に達しており、上方向から煤

煙が吹き下ろして北西方向へ進んでいたと想定される。煙道と方形桝のある区画 a との接続は上部

が削平されており判然としないが、C5 区 SX7 も含めた位置関係からこの区画は燃焼施設の焚口の

一角であったと想定される。C5 区 SX7 は、燃焼施設のための燃料庫で、開口部は必要な燃料の取
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り出し口であると想定される。最上部は損壊しているが、燃料庫であれば搬入口が開口していたと

推定される。C6 区 SB4 は、北側の三和土面も本来煉瓦積であり、燃焼施設へ降りる階段が設けら

れていたと考えられる。C6 区 SW3 沿いは C5 区 SX6 区画 b と一連のもので燃焼施設の通路であ

ると想定される。

　遺構配置から、本来は資料館基礎掘り方に切られた箇所に C5 区 SX6 区画 a から続く燃焼施設の

主要構造物があったと考えられる。残存部が少ないので断定はし難いが、B8 区炉跡 1 で見られる

ような竈構造物の痕跡がないので、「缶詰工場」で使用する機械などのためのボイラー施設である

可能性が高い。

（4）モルタル・三和土を使用した遺構

〇 A4 区 SK10（付図 2）

　本遺構は調査区の北部東側に位置し、検出面は C 面である。モルタルで浅い土坑状の面を形成

した遺構。南西は A4 区桝 1 に、北側は A4 区 SK5 及び現代の排水パイプ溝に切られる。壁はカー

ブを描いて不定形に続き、北側が一段高くなる。磁器（24）、銭貨（1175）が出土し、遺物の時

期は近代で銭貨には大正 14 年と刻印される。形状や特徴から A4 区 SK1 以前の池の下部構造であ

ると考えられ、遺物の時期から検出面と異なるが B 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 B4 区 SK4・5（付図 3）

　本遺構は調査区の中央部東寄りに位置し、検出面は B 面である。

　B4 区 SK4 は、漆喰で床と壁を造った段のある土坑状の構造物であるが、半壊している。床面は

北西側にわずかに壁が残存する上段と南東側の円形になる下段に分かれる。特徴から円形区画が魚

だまりになる池の下部構造であると考えられる。磁器（208）が出土し、遺物の時期は明治末～大

正期と想定される。

　B4 区 SK5 は、三和土製の円形土坑にモルタル面が付属する遺構である。北側はトレンチに、東

は資料館本館基礎掘り方により切られる。円形土坑は底面に明確な稜がない碗底状であり、その西

側に半壊したモルタル面が残存する。用途は想定し得ないが、北側に B4 区 SK4 が、南側に B4 区

SW2 が近接することから庭施設の一部である可能性が考えられる。磁器（209）が出土し、遺物

の時期は 17 世紀後半と想定されるが、層位や特徴から近代の遺構であり、攪乱と考えられる。

　特徴から検出面とは異なるが、C 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 C4 区 SC1・2・C4 区 SK1（付図 2）

　本遺構は調査区の中央部南東側に位置し、検出面は B' 面である。C4 区 SC1 は三和土と石材で築

いた浅い池状の構造物である。中央は円形、東側は方形の構造であるが、西側は表面の損壊が著し

く原形をとどめない。円形区画は中央がさらに円形に下がる二段構造になっている。C4 区 SC2 は、

東端がわずかに壁になる三和土面である。C4 区 SK1 に密接して切られている。C4 区 SC1・2 か

ら陶器（349・350）が出土し、遺物の時期は 19 世紀前葉～近代と想定される。
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　C4 区 SK1 は、C4 区 SC1 の円形区画の底部を共用し、そこから南東へカーブを描いて延びる三

和土による溝状遺構である。両端は「U」字状を呈し、南端の溝は 2 つの石材により挟まれる。

　これらの遺構は、特徴から一連の池底になると想定される。C4 区 SC1 円形区画が魚だまりであり、

C4 区 SK1 は南側調査範囲外へ排水を行う遺構と想定される。C4 区 SC2 は C4 区 SK1 に切られる

ため、改修前の池底である可能性も考えられる。

〇 C4 区 SC3（付図 3）

　本遺構は調査区の中央部南東側に位置し、検出面は C 面である。三和土で成形した隅丸方形状

の区画の西辺に円形区画が付いており、内面にはモルタルを被覆している。円形区画は方形区画よ

り一段下がる。磁器（351）が出土し、遺物の時期は明治後半～大正期が想定される。

　特徴から池底であると想定され、残存部が少ないため断定しにくいが、円形区画が魚だまりであ

る可能性が考えられる。

〇 C4 区 SK4（付図 3）

　本遺構は調査区の中央部南東側に位置し、検出面は C'' 面である。C4 区 SC2・SK1 の下層から検

出した。部分的に浅い壁を持つ三和土製の構造物である。半壊して 3 個体に分割されており、原

形が想定できるものは 2 個体のみである。わずかに残存する壁は不定形にカーブを描き、東側の

個体の南西端のカーブには甕の口縁が設置されている。

　特徴から池底であると想定され、C4 区 SC1・2・C4 区 SK1 に先行する池のものと考えられる。

　なお、本遺構の下層には C4 区甕 1・甕 2 が位置する。甕 1 は逆位で埋設された甕で、底部は抜

かれている。また上部には中央に穿孔された三和土製の構造物が設置されている。甕 2 は、口縁

の無い上半部のみの大型甕が埋設された遺構である。いずれの甕も C4 区 SK4 直下に位置するが、

残存範囲では接続していない。位置と特徴から池の排水に伴う桝としての役割が想定できる。ただ、

C4 区 SK4 と接続していないため、C4 区 SK4 より前の時期の池に伴うものと想定される。その場合、

本位置で少なくとも 3 回の池の築造もしくは改修が行われたことになる。

〇 C6 区 SK8（付図 2、第 28 図）

　本遺構は調査区の中央部南西側に位置し、検出面は B 面である。石材と三和土で成形し、内面

にモルタルを塗った隅丸方形状の浅い土坑であり、C6 区 SK3・4 に一部切られている。底面中央

には底部穿孔を施したホーロー製のボウルを逆位にして設置した円形の排水口がある。土を挟んで、

さらに三和土面を形成している。その三和土面の中央にも穿孔をして、下層に底部穿孔箇所を合わ

せる形で甕を逆位で埋置している。また、南側に設置した直方体の石材上面には手水鉢様の穴があ

けられている。陶器（624）、金属器（1352）が出土し、遺物の時期は 19 世紀後半と想定される。

　これらの特徴から、池もしくは手水場であると想定される。ボウルから甕底部まで、それぞれの

穿孔部分の位置が合って排水口がつながり、甕は排水桝の役割を持つことになる。水琴窟と構造が

似ているが、甕の下は砂層で水が溜まらないため、可能性は低い。
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（5）石列・石垣

〇 A1 区 SW4（付図 2）

　本遺構は調査区の北東部に位置し、検出面は B 面である。A1 区 SW3 の北側に少し離れて南北

に延びる石列である。現代の排水桝掘り方により間を切られる。石材の面は東を向き、石材が載る

面は真砂土で構成される。真砂土面上には炭による黒色面が確認されるが、石列の西側は、ほぼ全

体が黒色面となる。火災にあった際の建材密度を示すと想定される。

　位置や形状から本遺構は民家敷地内でも裏手にあたる土間との境の一段高い床のための基礎であ

る可能性が考えられる。その場合、建材密度の差から西側が床上になる。

〇 A1 区 SW5（付図 3）

　本遺構は調査区の北東部に位置し、検出面は C 面である。南北に延びる 2 列の石列と、その東

列から東に向けて方形区画になる石列からなる。西側石列は現代の排水桝掘り方により切られる。

南西側に点在する石材を検出したが、列をなさず本遺構の所属する遺構面の下に位置することから、

地業に伴う石材と考えられる。

　A1 区 SW4 の直下に同じ向きで設置されていることや特徴から、性格についても土間境の一段

高い床のための基礎である可能性が考えられる。

〇 A8 区 SW1（付図 1 ～ 5、第 24 図）

　本遺構は調査区の北東部に位置し、検出面は A 面である。東西に延びる石垣で、調査範囲境に沿っ

て位置しているため、北側は調査範囲外へ広がる。中央部は戦後の攪乱が顕著で部分的に石材が抜

き取られている。東西 9.3 ｍの範囲で、目地の通った石積みを最大で 5 段確認した。石垣の面は

南を向き、大きく上の 2 段と下の 3 段に分けられる。

　上段は、比較的大きさの揃った石材が目地を揃えて積まれるが、全体に東に向かって傾斜してい

る。西端の石材上面は標高 2.67 ｍ、残存する東端の石材上面は 2.19 ｍであり、比高差は 48cm

である。撹乱箇所以外の上段石材直上には、被爆時のものと想定される焼土層が載っており、元か

ら最上段であったことがわかる。東端の石材については 13cm 間を空けた上層に焼土層があり、土

中に埋まっていたと考えられるが、それでも焼土層下部での比高差は 24cm あり、被爆前に緩やか

な傾斜面であったことが想定される。また上段の西側には土管を検出した。

　下段は、東側と西側で様相が異なる。西側は比較的大きさの揃った石材を礫による根石上に一段

積みあげている。東側は下段に胴木（1378 ～ 1390）を敷き、間詰石を施した上に長大な直方体

の石材を載せている。その上には大きさの揃った石材を 3 つ載せ、再び長大な直方体の石材を載

せている。3 段目の直方体の石材は東側が上向きに反っているため、2 段目との間に石材を詰めて

いる。下段東側最上段の石材の上面標高は、西側 1.95 ⅿ、東側 1.94 ｍである。下段西側は一段

低くなるが、西端で 1.72 ⅿ、東端で 1.76 ⅿであり、上段とは異なりほぼ水平である。

　本遺構は、西側が水路遺構である A8 区 SD2 と接しており、さらに A8 区墓 139 を切り、A8 区

SK12 上に位置する。胴木（1380）は A8 区 SD2 の東側石垣面石材の胴木も兼ねる。本遺構と A8
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区 SD2 東側石垣の間にはほぼ 1 石分の空白があり、胴木の上には石が載っていないが、現代の排

水パイプ溝設置時に石材が抜き取られたためと想定される。胴木（1379）上には、A8 区 SD2 の

裏込めの石材が載っていたと考えられる。胴木（1378）上には、A8 区 SD2 石垣面石材が胴木上

で西側に屈曲して突出するか、石材自体が無く、本遺構下段が突出部となり、石垣面が西側に屈曲

して北側の水路幅が狭まっていたと考えられる。また、下段の西側には 78cm 離れて A8 区 SD2

西側石垣が位置する。その間は本遺構上段石材の底部まで、小礫はあるものの石垣を構成する石材

はなく土で埋まっている。

　これらの特徴や南側が淨圓寺の墓地にあたるという位置から、本遺構の南面は、寺院内の境内域

と墓域を分けるための石垣であり、西面については寺院の境界であり、水路の東壁を兼ねた石垣で

あったと想定される。また上段に傾斜があることから、建物の布基礎である可能性は薄く、墓域へ

の通路としての役割も考えられる。A8 区 SD2 や A8 区 SK12 の想定時期をふまえると、本遺構の

下段は 19 世紀前半に A8 区 SD2 と一体で築造され、明治後半頃の A8 区 SD2 の廃絶に伴い、上段

が築造され、西側に下水管が敷設されたものと想定される。

〇 B4 区 SW1（付図 3・8）

　本遺構は調査区中央部やや東寄りに位置し、検出面は B' 面である。東西方向に延びる 3 列の石

列で、四方を資料館本館基礎掘り方に切られる。また、周辺の遺構レベルから想定される被爆時の

面は削平され、被爆瓦礫が石材上面に入る。北列は 1 石のみ残存し、石材の東側に半壊した用途

不明の煉瓦構造物が隣接する。中央列は北列に隣接し、6 石が残存するが間を被爆瓦礫が入る掘り

込みによって削平されている。面は北を向く。西端には石材の上に三和土で固定されている小石材

と煉瓦片を検出した。南列は B4 区桝 1・土管 1 を間に挟み、中央列に平行して断続的に延びる。

上面レベルは中央列より一段下がり、瓦礫が載っていることから本来は上段がさらにあったと考え

られる。検出状況から北列は境界石列、中央列と南列は土管設置溝を構成する石列と想定される。

中央列の西側には小石材による構築物があった可能性がある。上面が削平されていたこともあり、

被爆時に土管が機能していたかどうかは判断し得なかった。ただ、証言や復元地図から、A4 区

SB1 の南側には小路が存在し、削平された面にも本遺構が続いていたと想定される。遺構の特徴か

ら、検出面とは異なるが、C 面から A 面の時期にかけての遺構と捉えられる。

〇 C5 区 SW4・C6 区 SW3・4（付図 3）

　本遺構は調査区中央部南側に位置し、検出面はＣ面である。

　C5 区 SW4 は、 C5 区 SW1 直下に位置し、東西に延びる石垣である。東側は C5 区 SX7 の南西側

まで延び、西側は「□浦所有地」と刻まれた境界石（石 27）まで延びる。おおむねの範囲で南側

に裏込めを検出。石垣面は北を向き、表面にモルタルが塗られ C5 区 SX6 の構成要素になっている。

裏込めから陶磁器（381 ～ 384）が出土し、遺物の時期は幕末頃と想定される。

　C6 区 SW3 は、C5 区 SW1 直下に位置し、東西に延びる石垣である。西側は B6 区 SC1 の南側

屈曲部まで延びるが、B6 区 SC1 に切られているため、本来はもう少し延びていたと想定される。
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東側は境界石（石 27）の下まで延び、C5 区 SW4 と接するが、C5 区 SW4 と比較すると最上段は

低くなり、1 列分北へ突出している。石垣面は北を向き、表面にモルタルが塗られる。石垣の北側

に沿って三和土の痕跡や炭・灰が出土する。特徴から C5 区 SW4 と一連の遺構であり、本来は東

端も C5 区 SW4 と同じ高さまで石垣があり、北側の突出部の段差に応じたモルタル面が続いてい

たと想定される。土師質土器（915）が出土し、遺物の時期は近代と想定される。

C6 区 SW4 は、C6 区 SW3 の北側ラインより 1 列分南側に平行して東西に延びる 1 段のみの石列

である。面は南を向き、6 石のみ残存する。

　位置と特徴から、C5 区 SW4 と C6 区 SW3 は境界石垣であり、「缶詰工場」の燃焼施設の壁面を

兼ねていたと想定される。石垣自体も下部は周辺よりレベルが低く、燃焼施設の設置に伴い掘りこ

まれ、新たに築造されたものであろう。また、接続部で C6 区 SW3 が 1 列分突出するのは境界石

の存在も考慮に入れると境界上の問題が生じたために北にずらしたとも考えられる。C6 区 SW4 は、

その際に南側の所有地の境界を示すために設置された境界石列であると想定される。なお、境界石
（石 27）は上部が破損しており、最初の文字が失われていたが、「缶詰工場」経営者の一族である

松浦氏の松の字が記されていたと考えられる。

〇 C8 区 SW5（付図 4）

　本遺構は調査区南西部に位置し、検出面は D 面である。

　C8 区 SW5 は、大小の礫の集積面が広がる遺構である。確認範囲は東西 11.48 ｍ、南北 3.6 ｍ

であるが、北側は資料館本館基礎掘り方に、南側は現代の排水パイプ溝に切られる。礫の集積が見

られるが全体に散漫であり、東側の集積が最も集中している。東側の下層は、近世のものと想定さ

れる C8 区 SW3 上と C8 区堀の間に位置しており、これらのことから、C8 区 SW3 の廃絶に伴う

周辺の地業痕跡と考えられる。

（6）溝状遺構

〇 A1 区 SD1・2、B1 区 SD2・3・4・5・6（付図 4）

　本遺構群は、調査区の東側に位置し、検出面は A1 区 SD1 が C 面で、他は D 面である。A1 区

SD1 は、東西に延び、内部に砂が充満する大型溝状遺構である。東側は調査範囲外に続き、西側

は B1 区 SD2 に接続する。北側は A1 区土管の埋設溝に切られる。遺物は少なく、底面から瓦片や

石材がわずかに出土した。A1 区 SD2 は、検出範囲内では砂が充満する土坑に見えるが、土層から

も東側調査範囲外へ延び、周辺の溝状遺構と同質のものであるため大型の溝状遺構であると想定さ

れる。B1 区 SD2 は、南北に延び、砂が充満した大型溝状遺構である。北は現代の排水桝下に延び

るため未検出である。中央付近の東辺で A1 区 SD1 と合流する。位置と形状から A1 区 SD3 と同

一の遺構と想定される。B1 区 SD3 ～ 6 は、東西に延び、砂が充満した大型溝状遺構である。西側

は資料館本館基礎掘り方で切られる。SD3・4・5 は切り合うが、検出状況からほぼ同時期のもの

と考えられる。A1 区 SD2 からは磁器（1）が、B1 区 SD2 からは陶磁器（160・161）、銭貨（1198）

が出土し、遺物の時期は 19 世紀前半と想定される。B1 区 SD6 からは磁器（162）が出土し、遺
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物の時期は明治前半と想定される。

　これらの遺構は埋土が大量の砂のみであり、遺物が少ないという特徴を持つ。このことから施設

として何らかの利用をしたわけではなく、溝を掘った上で時を置かずに砂を投入したと考えられる。

類例に当たれず、用途は明確ではないが、周辺に同様の遺構が集中しており、上面は民家敷地とな

り、建物も建てられていることから、地業痕跡の可能性が考えられる。遺物の時期と異なるものも

あるが、検出状況からいずれも D 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 B8 区 SD1、B10 区 SW3 下層（付図 3）

　本遺構群は調査区の東側に位置し、検出面は C 面である。B8 区 SD1 は、間隔をあけて東西に延

びる 2 列の石列からなる溝状遺構である。資料館基礎掘り方に東西を切られる。北列の石材は抜

き取り箇所が多く、西側のみ断続的に残存する。溝の残存長は 495cm で、溝幅は 25cm である。

北列西端の石材の下に胴木としての役割が想定される材木を検出した。B10 区 SW3 下層は、間隔

をあけて平行して東西に延びる 2 列の石列である。北列は 2 段になっており、上段と下段の間に

は粘土が残存する箇所がある。また、石材の南側下に胴木を検出した。南列は明確に 2 段にはなっ

ていないが、中央の石材が立石になり、東西の石材より一段高いため、本来は 2 段だったと想定

される。石列間は溝になっており、残存する長さは 103cm、幅 23cm、深さ 50cm である。溝内

埋土は下層から、陶磁器片、瓦片が含まれる瓦礫層、砂層、炭層と続く。B8 区 SD1 からは磁器（232）、

扇に日の丸の刻印がある缶蓋（1320）が出土し、遺物の時期は明治後半～大正と想定される。

B10 区 SW3 からは陶器（246）が出土し、遺物の時期は近代と想定される。

　これらの遺構の位置と特徴から、B8 区 SD1 と B10 区 SW3 下層の溝状遺構は繋がっていたと考

えられる。A 面で想定した敷地境をふまえると、石列は北側の「缶詰工場」と南側の民家との境界

を兼ねていたとも想定できる。

〇 C5 区 SD1（付図 3）

　本遺構は調査区の南部に位置し、検出面は C 面である。C5 区 SW3 による石組による壁と底面

及び土の底面が断続的に残存する溝状遺構である。北側の大半が現代の排水パイプ溝により消失し

ており、溝の北壁は残存しない。残存する溝内は、東西 10.38 ｍ、南北 18cm 深さ 19cm である。

また、C5 区桝 3 が南側の壁を構成する C5 区 SW3 上に設置されている。陶器（385）が出土し、

遺物の時期は 18 世紀末～ 19 世紀前半と想定される。

　C3 区桝 3 は、東に C5 区土管 2 が接続するが、西側には土管接続痕跡がなく、C5 区 SD1 側に

隙間がある状態で検出しため、C5 区 SD1 に開口した排水口の可能性がある。特徴から排水路であ

ると想定される。遺物の時期とは異なるが検出状況から C 面の時期の遺構と捉えられる。

（7）土坑

〇 A1 区 SK4（付図 4）

　本遺構は調査区の北東部に位置し、検出面は D 面である。砂が充満する方形土坑で、遺物も見
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られず、地業痕跡の可能性が考えられる。

〇 A3 区 SK10（付図 4）

　本遺構は調査区の北東部に位置し、検出面は D 面である。砂が充満する広い楕円形土坑で、遺

物が少ないため、地業痕跡の可能性が考えられる。

〇 A4 区 SK3（付図 2・第 20 図）

　本遺構は調査区の北部東側に位置し、検出面は A 面である。甕を埋置した円形土坑で、南側は

現代の排水パイプ溝で切られ、北側は調査範囲外へ延びる。甕は上層に三和土を使用して固定して

いる。甕内下層には炭化物が多く、上層には三和土片が含まれ、大きめの円礫がその上に入る。

特徴から便槽であると想定されるが、被爆瓦礫が含まれないことから、被爆時には廃絶し、隣接す

る A4 区 SK4 が新たに造られたと考えられ、B 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 A4 区 SK5（付図 2）

　本遺構は調査区の北部東側に位置し、検出面は B 面である。甕を埋置した円形土坑とそれを囲

む煉瓦、モルタル製の方形区画で構成される遺構である。北側は現代の排水パイプ溝で、南東側上

部は A4 区桝 1 に付属する A4 区土管 2 で切られる。甕口縁部にモルタル製の漏斗状の構造物を付

けている。銭貨（1171 ～ 1173）が出土し、大正 9 年～昭和 2 年までの年代が刻印される。特徴

から便槽であると想定される。

〇 A4 区 SK24（付図 4）

　本遺構は調査区の北部東側に位置し、検出面は E 面である。砂が充満する広い方形土坑である。

底部は水が湧いたため未完掘である。陶磁器（41 ～ 44）・ガラス製品（971）が出土し、遺物の

時期は 19 世紀前半から明治までと想定される。特徴や規模から地業痕跡の可能性が考えられる。

特徴や遺物の時期をふまえると、検出面とは異なるが、D 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 B1 区 SK7（付図 4）

　本遺構は調査区の東部に位置し、検出面は D 面である。砂が充満する方形土坑である。102 ×

86cm の規模で深さは 54cm である。焼締陶器（191）が出土し、遺物の時期は 17 世紀後半と想

定される。壁がほぼ直立しており、地下室などの廃絶時に北側の B1 区 SD2 や南西側の B1 区 SD3

と同様に砂を入れて地業を行った痕跡の可能性が考えられる。遺物の時期とは異なるが、周辺遺構

の特徴をふまえると検出面通り D 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 B4 区 SK9（付図 4）

　本遺構は調査区の中央部東寄りに位置し、検出面は D 面である。砂が充満する方形土坑で、西

側は資料館本館基礎掘方により切られる。残存する西辺は 85cm であり、遺物は少ない。特徴や規
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模から地業痕跡の可能性が考えられる。

〇 B9 区 SK3（付図 2）

　本遺構は調査区の西部に位置し、検出面は B 面である。黒褐色土の入る土坑であると想定される。

東・西・南側が資料館本館基礎掘り方に切られており、北側の壁しか残存しておらず、溝状遺構に

なる可能性もある。底部壁面に沿って、小礫による石列が東西に並び、その東側に杭と想定される

木材が打ち込まれている。検出範囲だけでは用途を想定し得なかった。

〇 B10 区 SK6（付図 3）

　本遺構は調査区の西部に位置し、検出面は C 面である。陶器の鉢を埋設した円形土坑である。

鉢内には瓦礫が充満し、底部の中心は割られて穿孔されている。磁器（253）が出土し、遺物の時

期は近代と想定される。検出範囲だけでは用途を想定しにくいが、特徴から雨水枡の可能性が考え

られる。

〇 B10 区 SK7（付図 4）

　本遺構は調査区の西部に位置し、検出面は C' 面である。不定形な楕円形土坑である。内部から、

ほぼ全身の犬の骨が出土した。磁器（254）が出土し、遺物の時期は明治期と想定される。犬のた

めの埋葬土坑と想定され、周辺の遺構の状況から、検出面とは異なるが D 面の後半頃の遺構と捉

えられる。

〇 C2 区 SK5（付図 2）

　本遺構は調査区の南東部に位置し、検出面は B 面である。材木町筋道路面に掘りこまれ細礫が

充満する方形土坑である。南側は現代の排水パイプ溝に切られる。ほぼ細礫のみで埋土が構成され

ており、道路補修時の地業であると想定される。

〇 C2 区 SK10（付図 4）

　本遺構は調査区の南東部に位置し、検出面はD面である。砂が充満した長円形土坑と想定される。 

北側は資料館本館基礎掘り方に切られる。B1 区 SD2 等と同様の特徴を持つことから、切られた北

側に続く溝状遺構であった可能性も考えられる。遺物も少なく、特徴や規模から地業痕跡の可能性

が考えられる。

〇 C3 区 SK12（付図 4）

　本遺構は調査区の南東部に位置し、検出面は E 面である。砂が充満する歪な楕円形土坑である。

長径 253cm、短径 151cm、深さ 76cm の規模を持つ。陶磁器（320 ～ 322）が出土し、遺物の時

期は 17 世紀初頭～明治までと想定される。特徴から地業痕跡の可能性が考えられ、周辺遺構の検

出状況をふまえると D 面の時期の遺構と捉えられる。
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〇 C4 区 SK2（付図 3）

　本遺構は調査区の南部東寄りに位置し、検出面は C 面である。鉄箱が埋置された方形土坑である。

C4 区 SW4 西半の南側に沿って形成される。鉄箱中央に鉄輪が、埋土からは廃煉瓦等が出土した。

用途については想定し得なかった。

〇 C4 区 SK5（付図 4）

　本遺構は調査区の南部東寄りに位置し、検出面は C 面である。砂が充満する方形土坑で南側は

調査範囲外へ延びる。確認範囲で 131 × 87cm、深さ 58cm の規模を持つ。磁器（354・355）が

出土し、遺物の時期は 19 世紀前半～近代と想定される。特徴から地業痕跡の可能性が考えられ、

検出面とは異なるが D 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 C5 区 SK6・7（付図 2・第 26 図）

　本遺構は調査区の南部に位置し、検出面は B 面である。C5 区 SK6・7 ともに甕を埋設した円形

土坑であり、南北に隣接する。上部は損壊し、埋土は瓦礫で充満していた。いずれも甕の内側には

厚く粘土を貼り付けていた。C5 区 SK6 から磁器（390）が出土し、遺物の時期は明治後半～大正

と想定される。特徴から同じ便所内の便槽であると想定される。

〇 C5 区 SK12・13・15・16（付図 3）

　本遺構群は調査区の南部に位置し、検出面は B 面である。C5 区 SK12 は、甕を埋設した円形土

坑で、埋土には瓦礫が充満していた。南側を中心に粘土を入れ、甕を設置していた。C5 区 SK13 は、

三和土で成形した円形土坑であり、南側は調査範囲外へ延びる。煉瓦片が出土した。C5 区 SK15 は、

三和土成形の方形桝である。半壊しており、南側は調査範囲外へ延びる。C5 区土管 1 が残存する

東壁に接続する。C5 区土管 1 は断続的に東西に延びており、本来は C5 区 SK15 の西壁にも接続

していたと考えられる。C5 区 SK16 は、三和土成形の方形桝である。直上に C4 区 SB1・C5 区

SB1 が位置しており、上面が削平を受けているため、本来は B 面より下面に属する遺構であると

考えられる。特徴から、C5 区 SK12・13 は便所の便槽で、C5 区 SK15 は小規模な下水桝であると

想定される。C5 区 SK16 は、土管は接続しておらず、C5 区 SK12・13 と同様、便所の便槽である

と考えられる。

　C5 区 SK12 では、磁器（395）、土師質土器（909）が出土し、遺物の時期は近代と想定される。

　C5 区 SK13 では磁器（396）、煉瓦片が出土し、磁器は 18 世紀のものと想定されるが、煉瓦の

存在から、遺構の時期としては近代であると考えられる。

　C5 区 SK15 では陶器（398）が出土し、遺物の時期は近代と想定される。C5 区 SK16 では、磁

器（399）が出土し、遺物の時期は大正期と想定される。

〇 C5 区 SK14（付図 4）

　本遺構群は調査区の南部に位置し、検出面は B 面である。円形土坑であり、南側は C5 区土管 1
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に切られる。北西側の壁は一部が粘土になっている。西側に C5 区 SK13 が、北側に C5 区 SK16

が位置しており、それらとは時期の異なる便槽の痕跡と考えられる。磁器（397）が出土し、遺物

の時期は明治前半の時期が想定される。

〇 C5 区 SK17（付図 3）

　本遺構は調査区の南部に位置し、検出面は C 面である。甕を埋設した円形土坑であり、口縁部

は三和土で固めている。C5 区 SW3 の検出範囲の西端には C5 区 SK17 の西側に位置し、小礫から

なる 49cm の南北列が存在する。また C5 区 SK17 の南側に隣接して、東西に 70cm 延びる小礫 3

石の石列を、東側に 62cm 離れ、C5 区桝 3 の南側に位置する小礫 1 石を確認した。これらの石材

を結んだ方形区画がある可能性が考えられる。陶器（400・401）が出土し、遺物の時期は 19 世

紀と想定される。

　位置と特徴から、本遺構は便所跡であり甕は便槽で、方形区画は便槽の区画石列であると想定さ

れる。

〇 C6 区 SK10・11（付図 2）

　本遺構は調査区の中央部南側に位置し、検出面は B 面である。C6 区 SK10 は、粘土によって成

形された甕状の土坑である。損壊が著しいが、周囲には石材が土坑を囲むように点在し、石材によ

る方形区画の存在が想定できる。C6 区 SK11 は C6 区 SK10 の北側に近接し、粘土によって成形さ

れた桶状の土坑である。C6 区 SK5 と現代の排水パイプ溝により半壊する。

　特徴からいずれも便所の便槽にあたり、C6 区 SK10 方形区画は便所建物の布基礎になると考え

られる。位置から一体の便所に伴うものである可能性が想定される。

〇 C8 区 SK14（付図 3）

　本遺構は調査区の南西部に位置し、検出面は C' 面である。大型の長方形土坑である。掘り方規

模は東西 6.18 ｍ、南北 1.68 ｍで、深さは 38cm である。瓦片や陶磁器片、炭化材が出土し、底

面を中心に小礫が検出された。陶磁器は（703 ～ 712）が出土し、遺物の時期は 18 世紀中葉～大

正期と想定されるが、他遺構で出土したものと接合するものも含まれる。廃棄土坑であるが、規模

も大きいことから整地の役割も想定される。前期の遺構で、ほぼ同位置にある C8 区 SW5 の存在

もふまえると、C 面の時期の遺構と捉えられる。

〇 C9 区 SK2（付図 3）

　本遺構は調査区の南西部に位置し、検出面は C 面である。甕を埋置した円形土坑で上部は損壊

している。土坑の南側の一部に甕の胴部下半の破片を設置した上で、甕を埋置しており、甕底には

鉄片の付着が見られる。特徴から便所の便槽と捉えられる。陶磁器（806・807）土師質土器（968）

が出土し、遺物の時期は（806）が 19 世紀～大正期と想定される。
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〇 D8 区 SK4（付図 2）

　本遺構は調査区の南西部に位置し、検出面は B 面である。漆喰で壁面を固めた長方形土坑である。

東側は調査範囲外へ延び、北側は D8 区防空壕に切られる。土坑は D8 区 SW1 に沿って掘りこまれ、

SW1 の石材側面も利用して形成している。三和土で成形した壁面から底面にかけて漆喰で塗り固

めている。西辺外側には石材を検出した。埋土には本遺構のものと考えられる破壊されて背面に粘

土が付着した漆喰が充満する。

　本遺構の南側には便槽と想定される D8 区 SK2・3 が位置しており、特徴からも「誓願寺」内の

大型の便槽であると想定される。被爆前、D8 区防空壕の築造に伴い廃絶されたものと考えられる。

〇 D8 区 SK5（付図 2）

　本遺構は調査区の南西部に位置し、検出面は B 面である。瓦溜りの中に逆位にした甕の上半部

の一部が埋置された円形土坑である。埋土にはセルロイド製品を含む小瓦礫が充満している。上部

が戦後の土坑である D8 区 SK1 により削平されている。特徴から雨水の排水桝の可能性が考えられ

る。

（8）井戸跡

〇 C4 区井戸 1（付図 3 ～ 5）

　本遺構は、調査区中央部南東側に位置し、検出面は B 面である。壁面を井戸枠瓦で構成した円

形の井戸である。径は 76cm で、167cm の深さ、標高 0.6m の位置まで掘りこんだが、水が湧き、

井戸底は未完掘である。磁器（372・373）が出土し、遺物の時期は 18 世紀後葉～近代と想定さ

れる。C4 区土管 1 により上部が一部損壊するが、C4 区土管 2 は井戸を迂回するように敷設され

ており、C4 区土管 2 の設置時には使用されていたと考えられる。井戸の設置時期については、遺

物の時期だけ見ると近世にさかのぼる可能性はあるが、想定し得なかった。

〇 C7 区井戸 1（付図 1 ～ 5）

　本遺構は、調査区中央部南西側に位置し、検出面は A 面である。壁面を井戸枠瓦で構成した円

形の井戸である。径は 88cm で、108cm の深さ、標高 0.99m の位置まで掘りこんだが、井戸底は

未完掘である。壁面の井戸枠瓦は粘土で貼り付けている。被爆時の瓦礫や大型の石材が入っていた

ため、被爆時には使用されており、戦後に瓦礫が廃棄されたものと考えられる。井戸の設置時期に

ついては想定し得なかった。

〇 C9 区井戸 1（付図 1 ～ 6、第 27 図）

　本遺構は、調査区南西部に位置し、検出面は A 面である。壁面を井戸枠瓦で構成した円形の井

戸である。径は 79cm で、202cm の深さ、標高 0.53m の位置までは確認したが、水が湧き、井戸

底は未完掘である。壁面の井戸枠瓦は赤土粘土で貼り付けている。下層から砂利や瓦礫、貝、炭ま

じりの黒色土、橙色土、真砂土などが整然と堆積し、被爆時のものと考えられる焼土は最上層で検
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出された。焼土層は井戸枠上端から 6cm 程度下に約 4cm の厚さで堆積していた。そのため、被爆

時には既に廃絶し、井戸跡としては残存するが大半が埋められていたと想定される。陶磁器（808

～ 811）、金属器（1361）が出土し、遺物の時期は 19 世紀中葉～大正期と想定される。また、井

戸の掘り方から、銭貨（1281 ～ 1283）が出土し、遺物の時期は 17 世紀後半以降と想定される。

その位置から「誓願寺庫裡」に伴う井戸で、庫裡内に設置されていたと考えられる。井戸の廃絶時

期は大正期と想定され、設置時期については想定し得なかったが、庫裡内のものであり、遺物の時

期からも、近世に遡る可能性が考えられる。

（9）その他の遺構

〇 B6 区 SX1・境界石（付図 1 ～ 3）

　本遺構は、調査区中央部西寄りに位置し、検出面は A 面である。

　B6 区 SX1 は、両端に石材を配し、中央部をコンクリートで成形した方形区画であり、南西側は

資料館本館基礎掘り方に切られる。コンクリート面の一部に正方形のタイルが残存しているが、本

来は全面に貼られていた痕跡が残る。西側石材には「右　カイダン下　フミ石」の墨書が残る。

B6 区墓 5 に転用された板石にも同タイル痕跡があり、移動はしているが同時期のものと想定され

る。

　B6 区境界石は、損壊した 2 つの境界石が 2 つ並んで立つ。B6 区 SX1 の北側両端部の直下に位

置しており、B6 区 SX1 の基礎として据えられたものと想定される。東側境界石（石 20）には「加

藤所有地」、西側境界石には「松浦所有（地）」と刻まれる。

　位置と特徴から、B6 区 SX1 は本来、「缶詰工場」内にあった階段施設の一部であり、「缶詰工場」

廃絶後に最下段以外は撤去されたものと想定される。境界石は「缶詰工場」経営者の加藤氏と一族

の松浦氏の敷地を表すもので、工場建設前に設置していたものを転用したと考えられる。

〇 C2 区 SX1（付図 3）

　本遺構は、調査区南東部に位置し、検出面は C 面である。細い溝状遺構 2 本と円形ピット、石

材 1 個で構成される遺構である。西側は C2 区 SD1 設置溝に切られる。溝状遺構は平行して東西

に延び、溝内には部分的に角材と想定される材が残存しており、角材の設置痕跡であると考えられ

る。西側の溝間のほぼ中央にピットが、南側溝状遺構の東側に石材が位置する。用途は想定し得な

いが、C1 区 SB2 の材木町筋に面した土間の何らかの施設と考えられる。

〇 C2 区 P2 ～ P8（付図 4）

　本遺構は、調査区南東部に位置し、検出面は D ～ D' 面である。いずれも材木町筋道路面に掘り

こまれた楕円形ピットである。道路面でも東端に掘りこまれていることから、建物の建設や修繕に

伴う足場等の施設のための柱穴と想定される。
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〇 C4 区 P1 ～ P4（付図 3）

　本遺構は、調査区の南部西寄りに位置し、検出面は D 面である。C4 区 P1 は一部に炭土の入る

円形ピットで南側の上段と北側の下段からなる。C4 区 P2・P3 はコンクリート片や砂が入る円形

ピットで、P2 は P1 上段に切られる。C4 区 P4 は瓦礫片の入る円形ピットで P3 に切られる。P1

下段は他のピットより深く組み合わせを想定できない。位置や規模から、P1 上段～ P4 は何らか

の構造物の基礎柱用のピットで、P1 上段－ P3 と P2 － P4 の組み合わせで近い時期にほぼ同じ位

置に作り替えられたものと想定される。検出面とは異なるがコンクリート片が入ることから、C 面

の時期の遺構と捉えられる。

〇 C6 区 P1・C7 区 P1・2（付図 4）

　本遺構は調査区南西部に位置し、検出面は D 面である。いずれも黒色土が入る円形ピットである。

C6 区 P1 から陶器（636）が、C7 区 P2 から磁器（681）が出土し、遺物の時期は 19 世紀前半か

ら明治 10 ～ 20 年代と想定される。何らかの施設の柱穴と考えられるが、検出範囲だけでは性格

を想定し得なかった。

〇 C7 区手水石（付図 3）

　本遺構は、調査区の南部西寄りに位置し、検出面は C 面である。墓石の水鉢の西側に「L」字状

の粘土構造物を接着した遺構である。北側は資料館本館基礎掘り方に切られる。構造物は南側に面

を持つ。墓石は転用材と考えられ、南側には C7 区桝 2 が位置することから、元は三和土と石材製

の桝があり、その位置に桝 2 を築造したとも想定できる。

〇 C8 区 P1 ～ 8（付図 3）

　本遺構は、調査区の南西部に位置し、検出面は B' ～ C 面である。いずれも黒褐色土が詰まる円

形ピットで、粘質の橙色土が敷かれた面から掘りこまれている。特徴から建物の建設に伴う足場等

のピットであると考えられる。

〇 C9 区 SX1（付図 3）

　本遺構は、調査区の南西部に位置し、検出面は C 面である。瓦と礫が集積した面であり、北側

は資料館本館基礎掘り方で、西側と南側は現代の排水パイプ溝で切られる。瓦の集積の東側には便

槽と想定される C9 区 SK2 が位置する。礫の配置には意図が想定しにくく、C9 区 SK2 を伴う建物

や区画の地業痕跡と想定される。

（10）下水施設（付図 8）

　調査区の広範囲にわたって下水施設を検出した。特筆すべき関連遺構について述べる。

〇本管

　調査区の東側、南北 2 か所で検出した。
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　A2 区 SD2 は、大型土管列とその設置溝である。材木町筋道路の西寄り下層に南北に延び、南側

と東側は資料館本館建物基礎によって切られる。北側は未完掘である。管同士の接続部にはモルタ

ルが塗布されている。設置溝の底面標高は 0.95 ｍ、土管本体の上面標高は 1.36 ｍである。

　C3 区 SD5 は、大型土管列とその設置溝である。材木町筋道路の西寄り下層に南北に延び、北側

は資料館本館基礎掘り方に切られる。南側及び設置溝の底面は未完掘である。確認範囲で 4 本を

検出し、管同士の接続部にはモルタルが塗布されている。土管本体の上面標高は 1.22 ｍである。

東側に支管となる C3 区土管 1 が接続し、西側にも土管が接続する。西側の土管は切られているが、

位置から C3 区桝 2 へ接続すると考えられる。

　いずれの土管も全面に釉薬が施された薬引土管で、外径は 37.3cm、内径は 30.3cm、継手径は

47.2cm である。

　A2 区 SD2 と C3 区 SD5 の土管上面標高から下水は北から南へ流れていたと想定される。C3 区

桝 1 と D3 区桝 1 の東側に接続する土管も C3 区 SD5 からの延長想定ラインに位置する本館に接続

していたと考えられ、確認できなかった箇所でも東西から支管が接続していたと想定される。

〇支管

　支管は大別して、素焼きのものと薬引土管とが出土した。素焼土管は近世から作られており、薬

引土管は近代に入って製作されるようになる。ただ被爆時まで使用されていたと想定される C2 区

土管 1 では素焼土管が主体となっており、一律に素焼き＝古い土管列とは言い難い。

　支管における土管上面レベルの比較から、比較的大型の土管で構成される土管列の下水は、桝を

経由して概ね本管へ向けて流れていたと想定される。また C4 区土管 1・2 のように近接して付け

替えが行われたと想定される事例や B1 区土管 1 のように同一の設置溝に古い土管片が残存し、付

け替えが想定できる事例も確認した。

　また、通常の支管に使用された土管より、細い小土管も出土した。その中には、A4 区土管 3 や

C3 区桝 3 に伴う小土管のように民家の排水口から直接接続するものもある。また、B1 区土管 1

では、地上に垂直に開口部を向けた「L」字状小土管を土管に直接モルタルで接続したものが出土

した。地上からの排水を受けていたと想定される。小土管は、直接下水桝に接続するものや、B1

区土管 1 のように通常の支管の土管側面を穿孔し、モルタル等で接続したものが見られた。小土

管については、概ね民家等からの排水を下水へ送る役割を果たしていたと言えよう。

〇桝

　調査区の各所で下水桝と想定される桝を検出した。その大半は煉瓦桝であるが、被爆後の整地や

近接する位置での作り替えが行われたため、ほとんどの桝の上半が損壊していた。また、少例では

あるが、甕や木桶を使用した桝も検出した。

　煉瓦桝の中でほぼ残存していたのが C3 区桝 1 と D3 区桝 1 である。

　C3 区桝 1 は調査区の南東部に位置し、A 面で検出した。C3 区 SF2 内に位置し、最上面にはコ

ンクリートで枠を造りモルタルを塗布している。煉瓦を 14 段積み上げて桝を築き、底面はモルタ
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ル塗りにしている。上面枠は 79 × 81cm、煉瓦部は 71 × 69cm で全体の深さは 101cm になる。

底面直上の壁面を丸く穿孔し、C3 区 SD2 の土管が東西に接続している。

　D3 区桝 1 は調査区の南東部に位置し、B 面で検出した。D3 区 SB1 内に位置する。最上段はモ

ルタル塗りで、その下に煉瓦を 11 段積み上げて桝を築き、底面は三和土面としている。モルタル

面は 48 × 51cm で 2cm 厚であり、煉瓦部は 48 × 51cm で 86cm の深さである。最上部のモルタ

ル面の外郭に沿って破損した煉瓦を 4 つ検出した。煉瓦上面はモルタル面より 3cm 程度高い。また、

D3 区 SB1 の面からは 10cm 程度の段差になるが、D3 区 SF1 のものと想定されるモルタル片が投

棄されており、被爆時にも蓋をして使用されていたと考えられる。外郭の煉瓦は蓋のための枠であ

ろう。

　C4 区桝 5 は、調査区の中央東寄りに位置し、B 面で検出した。粘土で成形した深さ 14cm の浅

い桝と南側のモルタル面で構成される。桝は上面外枠の一部にモルタルが残存しており、本来は全

体がモルタル塗りであったと想定される。モルタル面は三和土で成形し、モルタルを塗布している。

南東側に位置する C4 区桝 4 へ向けて全体に傾斜し、桝 4 の煉瓦壁面に直接排水口を設けている。

位置から銭湯「菊の湯」の浴室排水口の下部構造であり、浅い桝はゴミ受けの役割を持つものと想

定される。

　B6 区桝 6 は、調査区の中央部西寄りに位置し、甕を埋設した桝である。上部は B6 区土管 1・7

に西側は B6 区桝 4 に、東側は B6 区土管 6 に切られる。南側で素焼土管を使用し、南北に延びる

B6 区土管 8 と接続する。甕上部と土管は漆喰で接続し、北側には区画を示すものと考えられる煉

瓦 2 個が漆喰に沿って東西に並ぶ。本来は南だけではなく、損壊している東箇所に土管が接続さ

れていたと考えられる。甕底まで 31cm の深さがあり、煉瓦桝と異なり、土管接続部が桝の中位に

位置している。

　B6 区 SK4 は、調査区の中央部西寄りに位置し、木桶を埋設した桝である。西側は資料館本館基

礎掘り方に切られる。桶は損壊しており、残存する深さは 15cm である。南に南北に延びる B6 区

土管 5 が接続し、土管 5 は小規模な煉瓦桝である B6 区桝 3 へ至る。B6 区桝 3 からは東に短い土

管列が延び、B6 区 SK3 へ至る。SK3 は円形土坑であり、東側に素焼土管列で東西に延びる B6 区

土管 3 が接続する。全体で SK4 から B6 区土管 3 まで「L」字状につながる。B6 区 SK3 土坑内に

は何も確認できなかったが、一連のものであることから、B6 区 SK4 同様に木桶が埋設されていた

可能性が高い。また、本遺構群は「缶詰工場」の階段と考えられる B6 区 SX1 の直下に位置し、

SX1 西側のラインに合わせて B6 区桝 3 や B6 区土管 5 が設置されている。このことから本遺構群

は「缶詰工場」建設に合わせて敷設された可能性が想定できる。

　A5 区 SK7 は、調査区の北部に位置し、B 面で検出した。木桶を埋設した桝であり、北側は現代

の排水パイプ溝に切られる。南側に A5 区 SD1 に伴う南北に延びる土管列が接続する。桶の深さ

は 20cm である。

　B6 区 SK4 と A5 区 SK7 の木桶桝については、規模も小さいため、民家や工場の部分的な下水を

処理するものとして設置されたものと想定される。
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5　近世の遺構

　層位における E 面から G 面で検出した遺構については、攪乱されたもの以外は基本的に近世以

前の遺物を伴う。検出面を中心に遺物や検出状況も考慮して、近世に属すると判断した遺構のうち、

特筆すべきものについて述べていく。計測値や想定時期、それ以外の遺構については、後掲する遺

構観察表を参照されたい。

（1）材木町筋道路跡（付図 5 ～ 7）

　本遺構は調査区の東側に位置する道路遺構である。

　E 面では、位置や特徴から、D 面にも継続する A3 区 SW2・B3 区 SW3・C3 区 SD4・D3 区

SD4・D3 区 SW1 が道路の西側を、B2 区 SD2・C2 区 SD3 が道路の東側を構成する遺構であると

考えられる。A3 区 SW2 西列にあたる石列以外は明確に列をなさず、上部石材のための根石が残

存したものと想定される。また、D3 区 SW1 の東側に 40cm 程度離れて 47 × 35 × 12cm 大の板

石を検出した。D3 区 SD4 や A 面での道路境の位置から、この板石付近で道路が屈曲して、西側に

若干拡張する場所であると考えられる。A 面における屈曲部は D 面のものより東側に位置しており、

この場所では道路幅が縮小している。道路面は C3 区 SD4 と D3 区 SD4 の東側にわずかに堅緻な

面を確認したが、後世の溝状の掘りこみや土坑などによる攪乱があり、面として明確に広がらなかっ

た。明確に道路幅を計測できる石列が検出できなかったが、C2 区 SD3 と D3 区 SD4 の両端の幅は

5.7 ｍあり、D 面よりやや広い道路幅が想定される。

　F 面では、位置や特徴から、A3 区 SW3・B3 区 SW4・C3 区 SW2・D3 区 SW1 が道路の西側を

構成する遺構であると想定される。東側については、未検出である。C3 区 SW2 は石垣状になる

西列と東側に 30cm 程度離れて位置する東列とで構成されるが、西列は「誓願寺」の敷地境界にあ

たり、東列が道路縁石にあたり、その間が側溝にあたるものと想定される。また、D3 区 SW1 で

は北側に東西列があり、その南側に南北列が接続するが、東西列が南北列の東端より、75cm 東側

に延びている。これも D 面同様の道路の屈曲部を構成する箇所にあたるものと考えられる。

　G 面では、位置と特徴から、C3 区 SW3 東列・C3 区 SD6・D3 区 SW2 東列・D3 区 SW1 が道路

の西側を構成する遺構であると想定される。東側については、未検出である。C3 区 SD6 は、C3

区 SW3 東列の東側に 26cm 前後離れて位置し、SW3 に平行して北東－南西方向に延びる溝状遺構

である。図示していないが、遺構上には断続的に石材を検出しており、本来は石列があったと考え

られる。D3 区 SW2 の北東側の一部にも未完掘だが溝状遺構のものと考えられる掘り方を検出し

ており、石列の存在を想定できる。SW2 の北側で石列は西よりに屈曲して南へ延びていたと想定

される。位置から材木町筋道路の縁石の掘り方で、SW3 の東列との間に側溝を形成していた可能

性が考えられる。D3 区 SW1 では、F 面同様、東西列が南北列の東端より、48cm 東側に延びている。

これも F 面同様の道路の屈曲部を構成する箇所にあたるものと考えられる。

　材木町筋道路跡については、検出範囲の差こそあれ、A 面から G 面まで概ね同位置で想定できる

遺構が確認できた。
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（2）町屋跡

　近世と想定される遺構で明確に町屋の敷地や建物の区画を想定できるものは D 面において検出

した C1 区 SB3・4 のみであった。

〇 C1 区 SB3・4（付図 4・5）

　本区画は調査区の南東部、材木町筋に面した東側に位置する。構成する遺構の検出面は D ～ E

面である。

　C1 区 SB3 の区画は、主に B1 区 SW11 南列、C1 区 SW5 で構成される。詳細は先述のとおりで、

位置と特徴から、B1 区 SW11 南列は本区画の北側の境界石列にあたり、建物の布基礎を兼ねてい

たと考えられる。C1 区 SW5 の南北列は建物の布基礎であり、東西列は南側の境界石列で、少な

くとも西半については建物の布基礎を兼ねていたと考えられる。敷地間口は D 面同様 7 ｍである。

　区画内で検出した主な遺構には C1 区 SW7、C1 区 SK9・10 がある。C1 区 SW7 は、甕を埋置

した C1 区 SK10 を中心に瓦、土器片を伴いながら、小礫を含む石材が集まる集石遺構である。

SK10 から、若干北に離れた位置でも集石が見られる。SK10 直近のものは SK10 の裏込めと想定

される。SK10 は便槽と想定されることから、離れたものも便所遺構に関わるものである可能性が

あるが、検出状況だけでは想定できなかった。

　C1 区 SK9 は、方形土坑の南側に円形土坑が位置する二重土坑である。方形土坑には、礫が充満し、

円形土坑には貝殻が入っていた。特徴から廃棄土坑と想定される。

　C1 区 SK9 からは陶器（270）が、C1 区 SK10 からは陶器（271）が出土した。（270）は 17 世

紀後半、（271）は 18 世紀の時期が想定される。検出面や周辺の遺構の状況から、（270）は攪乱

により入ったもので、遺構の時期としては、いずれも 18 世紀後半の時期が想定される。

　C1 区 SB4 の区画は、主に C1 区 SW4、C2 区 SD2・4 で構成される。詳細は先述のとおりで、

位置と形状から、C1 区 SW4 は本区画の北側境界石列にあたると想定される。C2 区 SD2・4 は石

材が抜き取られた石列の掘り方で、本区画の建物の布基礎であると考えられる。また、C2 区 SD4

の西側に隣接して C2 区 SD3 を検出したが、幅も広く町屋の境界石列と道路の縁石掘り方である可

能性が考えられる。

（3）誓願寺跡

　近世と想定される面に限らず、A 面から G 面まで、誓願寺の施設跡であると想定される遺構が連

綿と確認できた。ここではそれらの遺構の中で特筆すべきものについて述べる。

〇誓願寺庫裡（付図 1 ～ 6）

　本建物跡は、調査区南西部に位置し、検出面は A ～ C 面である。建物を構成する遺構は C8 区

SW2・4、C9 区 SW3 ～ 6、D8 区 SW1 ～ 4、D8 区 SX1 である。

　C8 区 SW2 は、遺構群の北側で東西に延びる石列で C9 区まで断続的に続き、面は北向きである。

列中央付近の 5 石のみ 2 段が残存している。上段は、比較的大きめの石材を使用して、レベルを

合わせた平坦な上面を持つ。下段は東端のみ大きめの石材を使用するが、上段と比較すると小ぶり

なもので上面レベルもそれほど意識されていない。戦後の整地の影響も見られることから本来は全
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体に上段があり、上面レベルが意識された石列であったと想定できる。上段石材の上面は概ね標高

2.6 ｍである。

　C8 区 SW4 は、C8 区 SW2 の南側に位置する真砂土主体の粘質土で固められた小礫が集積した

遺構である。調査区南端で確認したがさらに南側へ拡がっている。標高 1.85 ～ 2.1m の間で検出

した。

　C9 区 SW3 ～ 6 は、C8 区 SW4 から西に順に並んで位置する真砂土主体の粘質土で固められた

小礫が集積した遺構である。調査区南端で確認したがさらに南側へ拡がっている。C9 区 SW3 は

標高 1.79 ～ 2.4 ｍ、C9 区 SW4 は標高 1.81 ～ 2.39 ｍ、C9 区 SW5 は標高 1.85 ～ 2.1 ｍ、C9 区
SW6 は標高 1.96 ～ 2.14 ｍの間で検出した。

　D8 区 SW1 は、D8 区防空壕の南に 77cm 離れて東西に延び、調査範囲外へ続く 2 段の石列であ

る。6 石分の範囲を 1 石は抜き取られる形で 5 石が残存する。石材上面の標高は 2.48 ～ 2.54 ｍ

である。面は北を向き、北側は A 面では堅緻な面が広がる。B 面では、D8 区 SK4 が隣接する。ま

た南側は A 面では D8 区 SK2・3 が隣接する。なお、D8 区 SK2 ～ 4 は便槽と想定される。

　D8 区 SW2 は、D8 区防空壕の西側に隣接し、真砂土主体の粘質土で固められ、集積した小礫上

に巨大な石材が載った遺構である。石材は平面形が 85 × 143cm の規模の長い六角形状であり、

高さが 45cm である。上面は平坦になっており、一部に牡蠣殻が付着する。上面レベルは標高 2.42

ｍである。小礫は東西 192cm、南北 211cm の範囲で集まり、標高 1.81 ～ 2.16m の間で検出した。

　D8 区 SW3 は、D8 区 SW2 の南側に 68cm 離れて位置し、真砂土主体の粘質土で固められた小

礫が集積する遺構である。南側には D8 区 SK1 が隣接し、南側が切られている。標高 1.67 ～ 2.1

ｍの間で検出した。

　D8 区 SW4 は、D8 区 SW2 の西側に 18cm 離れて位置し、真砂土主体の粘質土で固められた小

礫が集積する遺構である。西側は調査範囲外へ拡がる。標高 1.79 ～ 2.08 ｍの間で検出した。

　D8 区 SX1 は、D8 区 SW3 の西側に 20cm 離れて位置し、焼土が広がる面に石材が並べられたよ

うに集まる遺構である。瓦片が少量出土した。西側は調査範囲外へ延び、調査範囲内ではいずれの

方向も切られている。瓦や石材は面が揃っている。

　本遺構群は、位置や特徴、写真等から誓願寺庫裡の建物を構成する遺構であると想定される。『知

新集』では誓願寺庫裡について「六間に九間　北の方九尺に六間庇　庫裡より本堂へ通ふ廊下　九

尺に四間」と記される 4）。これらをふまえて、各遺構について述べる。

　C8 区 SW2 は、庫裡の北側に延びる「六間庇」の布基礎にあたる石列であると考えられる。D8

区 SW2 は、庫裡の柱礎石とその下層に敷かれた地業のための根石と想定される。C8 区 SW4、C9

区 SW3 ～ 6、D8 区 SW3・4 は庫裡の柱礎石の下層に敷かれた地業のための根石と想定され、D8

区 SW3・4 については、上に載る礎石が抜き取られた状態だと考えられる。C9 区 SW3 ～ 6 につ

いては、南側の調査範囲外へ礎石が残存している可能性はある。

　ここで礎石の配置について考察してみたい。礎石の東西列は C8 区 SW2 のラインに平行するも

のと捉えられるため、D8 区 SW2、D8 区 SW4、C8 区 SW4、C9 区 SW3 ～ 6 上の礎石があたると
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考えられる。D8 区 SW2 と SW4 間や C8 区 SW4 及び C9 区 SW3 ～ 6 のそれぞれの間隔が桁行の

柱間距離になると想定され、1.96m 程度になる。この数値はわずかに下回るがほぼ京間一間にあ

たる。その場合、D8 区 SW4 と C8 区 SW4 の間にもう 1 つの礎石の存在が想定できる。また、写

真からも東西方向が九間の桁行にあたることが判明しているため、等間隔であるとするなら、C9

区 SW6 に属する礎石の西側にさらに 2 石の礎石の存在が想定できる。梁行となる南北列について

は D8 区 SW2 と D8 区 SW3 上の礎石があたり、「六間庇」の存在をふまえると D8 区 SW2 の礎石

上でも南側に柱が位置することが想定される。D8 区 SW3 については、直上の A 面に目立った礎

石痕跡が見られないため、南側の D8 区 SK1 による削平箇所に礎石の存在が想定される。D8 区

SW2 礎石南側と D8 区 SW3 南端の間の 2.9 ｍがおおよその柱間距離と想定される。六間×九間は、

京間一間＝ 1.97m とすると 11.82m × 17.73m になる。柱間距離を当てはめると東西の桁行につ

いてはほぼ一致する。南北の梁行は北側の 2 石しか確認できておらず、写真では梁行の最南側の

柱間距離は幅広く、北に隣接するものは狭くなっている。その北側は遮蔽物で下部が写っていない

が、一様の柱間距離でないことは見て取れる。とはいえ、桁行の長さは記述と一致しており、同様

に梁行の長さも 12 ｍ前後のものと想定できる。

　また、「六間庇」の北側布基礎と想定される C8 区 SW2 までは 2.3m になる。「九尺」には足り

ないが、庇部分が 9 尺と解釈すれば一致する。東西は、ほぼ 6 間にあたる C9 区 SW5 付近までが

庇部であったと想定される。A 面で検出した C9 区 SW5 北側上層に位置する南北に並ぶ 2 石は、

上面レベルが 2.37 ～ 2.43 ｍであるが、東側が掘りこまれた状態であり、もう一段石材があった

とすれば C8 区 SW2 の石材レベルに対応する。なお、C9 区井戸 1 は、築造時期は不明だが、「六

間庇」内の施設として設置されたと考えられる。

　D8 区 SX1 は、庫裡の床面基礎となる地業であると想定される。焼土は被爆時の火災により生じ

たものと考えられる。

　D8 区 SW1 は、庫裡の東面北側に付属し、桁行が東西方向になる廊下の建物の布基礎であると

考えられる。その場合、本来は対応する石列が南側に位置するが、整地や D8 区 SK1 により削平さ

れたものと考えられる。また近世には鐘楼の北側にあった建物まで続く廊下だったものが、近代に

なり、境内の縮小に伴って東西が短くなり、A ～ B 面の時期には、庫裡の付属建物のような形で廊

下内や周辺に便所が設けられていたと想定される。

　

　また、C8 区 SW4 や D8 区 SW2 の周辺には大量の瓦片が出土した。瓦片の出土面は礎石の根石

の最下層の設置面にあたる標高 1.72 ～ 1.79m 付近である。C8 区 SW4 北側から D8 区 SW4 北側

までは橙色粘質土を敷いており、明らかに面を造成している。これらは庫裡建築にあたっての地業

痕跡と想定される。

〇誓願寺境界遺構（付図 4 ～ 7、第 31・32 図）

　誓願寺の境界を示すものと想定される遺構を調査区の南部東寄りから南東部にかけて検出した。

面ごとに述べる。なお、C6 ～ C9 区堀も境界を示すものと想定されるが別項で述べる。
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　近代の時期が想定される D 面では D3 区 SW1 上段が境界を示す遺構と考えられる。

　D3 区 SW1 上段は、材木町筋に沿って北東－南西方向に延びる南北列とその北端に接して東西

に延びる東西列からなる石列である。西側と南側は調査範囲外へ延びる。東西列は板石を立てたり、

石材を 2 段程度積み上げたりして上端ラインを揃えて面を北に向け、南北列よりわずかに東側に

突出する。南北列は大きめの立石が南端に 1 石残存し、立石の南西に大きめの石材の裏込めがあ

るが、他は小礫による裏込めや根石のみが残存する。位置から境内域を示す石列で、最上段の上面

レベルが揃えてあることから塀の基礎も兼ねていたと想定される。また、東西列の北側には、第

31 図の D － D' 土層における 6 層と 8 層に見られる堅緻な三和土面が存在しており、それぞれ D

面と D' 面にあたると想定される。周辺の遺構の状況からも D3 区 SW1 上段は、D 面～ C 面期にか

けて、寺院境内の縮小に伴い、民家の布基礎を兼ねる境界石列に転用されていると考えられる。

　E 面では、主に D3 区 SW1 中段、D3 区 SD3、C4 区 SW5 が境界を示す遺構と考えられる。

　D3 区 SW1 中段は、東西列の北側と南北列の東側の側面ラインが揃っているが、上段と比較す

ると石材の上面レベルや規模は揃っていない。また東西列は 300cm しか検出できなかった。南北

列は東側に面を東に向けた石材が並び、1.7 ｍ前後の幅広の裏込めを検出した。また、前述したよ

うに、東側に 40cm 程度離れての材木町筋道路屈曲部を示すと想定される板石を検出しており、D

面同様に東西列は東側へ突出するものと考えられる。位置から境内域を示す石列であると想定され

る。

　D3 区 SD3 は、北東－南西方向に延びる溝状遺構とその内部に断続的に続く礫による石列である。

北は土管埋設溝 C3 区 SD2 に、南は D3 区 SK5・土管埋設溝 D3 区 SD2 に切られるものの D3 区

SW1 東西列に至る。小礫が多く、本来継続して並んでいた大きな石材が抜かれ、根石として設置

されたもののみ残存したと想定される。位置形状から、D3 区 SW1 の東西列東端に接続して、

SW1 より小規模な石材による石列が継続していたものと想定される。位置から境内域を示す境界

石列で、簡易な塀があった可能性が考えられる。

　C4 区 SW5 は、残存部で C3 区 SW2 から 3.2 ｍ南西に離れて位置する。2 段程度で石を積み上

げて東西に延びる石垣状の石列で、東は現代の排水パイプ溝や排水桝に切られるが、C3 区へ弧を

描くように断続的に続く。南側には裏込めとなる礫を検出した。北側には断続的に栗石が敷かれる。

石列の石垣面は北側に向いており、寺の境界石列で塀の基礎を兼ねたものと考えられ、北側の栗石

は石列北側の地業である可能性が想定される。なお、東西列西端の下段の下位には東西列と角度を

変えて南北方向に延びる石列を検出したが、現代の排水パイプ溝により上面は攪乱されている。東

西列とは石材が異なるため、別の性格を持ち、F 面の町屋などに伴う石列の可能性が考えられる。

　ただし、C4 区 SW5 の東西ラインより南側に後述する町屋に伴うものと想定される C5 区 SK28

が位置している。このことから E 面期のどこかで誓願寺の北側境界が南の D3 区 SW1 上段ライン

に移行し、少し離れた北側に町屋の敷地境が拡張したものと考えられる。

　F 面では、C3 区 SW2、C4 区 SW5 南北列、D3 区 SW1 下段が境界を示す遺構と考えられる。
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　C3 区 SW2 は、残存部で D3 区 SW1 から 6.6 ｍ北東に離れて位置する。面を東に向けた大きめ

の石材を北東－南西方向に並べた石列とその東側に離れて断続的に続く石列からなる。北側は資料

館本館基礎掘り方に、南側は現代の排水桝及びパイプ溝に切られる。西列の底部に礫を、西側に礫

や石材を検出しており、それぞれ根石と裏込めになると想定される。また、西列石材上には小石材

が目地を通すように載せられていることや裏込めの上端レベルが石材レベルより高いものもあるこ

とから、本来はもう 1 段以上が積み上げられた石垣状であったと考えられる。位置・形状から西

列は誓願寺の寺域境界石列で、東列は道路の縁石の根石にあたるものと想定される。寺域が町屋の

敷地になる際に、上段は壊されたと考えられる。磁器（309・310）が出土し、遺物の時期は 17

世紀中葉頃と想定される。

　C4 区 SW5 南北列は、この時期の町屋に伴う遺構である可能性が考えられ、少なくともこれよ

り南側に誓願寺の境界があったと想定される。

　D3 区 SW1 下段は、中段同様に東西列と南北列からなる。東西列は石材の形状、大きさや面の

ラインから見ると東側の直方体状の石材を東西に、大きめの円礫を間に据えた石列が面を南に向け

て揃ったラインを構成している。その列から 82cm 西側にも大きめの石材が 2 個並んでいるが、

軸がずれておりＧ面に伴うものである可能性もある。南北列は E 面同様、東側に面を向けた石材

が断続的に並び、幅 1.6 ｍ前後の裏込めを持つ。また、東西列の東側は南北列より東に突出するが、

その北側には石材が断続的に点在しながら C3 区 SW2 に向けて続いている。その中で、C3 区

SW2 から 1.6 ｍ南西側には面を東に向けた比較的大きな石材と東側に離れて列をなす小礫を検出

した。D3 区 SW1 から磁器（814）が出土し、遺物の時期は概ね 17 世紀中葉と想定される。

　ここで、C3 区 SW2 と D3 区 SW1、その間の点在する石材の位置と特徴から、本来は D3 区

SW1 の南北列から C3 区 SW2 までは一連の遺構であった可能性が想定される。その場合、これら

の遺構は東側から道路縁石、側溝、築地塀の布基礎を兼ねる石垣状の境界石列の構成になると考え

られる。C4 区 SW5 については、F 面の時期内で寺域が縮小し、北側に町屋が作られ、それに伴い

築かれたと想定される。

　G 面では、C3 区 SW3、D3 区 SW2、D3 区 SW1 最下段が境界を示す遺構と考えられる。

　C3 区 SW3 は、C3 区 SD6 に沿って北東－南西方向に延びる東側の石列、そこから直交して西側

に延びる 3 列の石列からなる。北側と西側は資料館本館基礎掘り方や現代の排水桝やパイプ溝に

切られるが、全体に石材が失われ断続的に続く。東西に延びる中央列と南列の間には、短い石列が

あり、これも東西に延びる石列の 1 つであった可能性もある。南列は面を南に向け、D3 区 SW2

の東西列と面を向き合わせて隣接する。また、北列と中央列の間からは陶磁器片、瓦片が集中して

出土した（C3 区土器だまり）。C3 区土器だまりからは、陶磁器（325 ～ 338）、土師質土器（890

～ 893）、金属器（1329 ～ 1331）、銭貨（1237 ～ 1243）が出土し、明銭の永楽通宝は含まれる

ものの、遺物の時期は概ね 16 世紀後半～ 17 世紀前半の時期が想定される。その位置と特徴から、

東列は誓願寺の寺域境界石列であると考えられる。東西列については 3 本あり、境界石列とは考

えにくい。東列を加えると全体に長方形の区画になると想定される（区画 a）。
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　D3 区 SW2 は、D3 区 SW1 の北側に隣接して東西に延びて SW1 より東側に突出し、そこから北

東－南西方向に延び、C3 区 SW3 南列に接して向きを変え東西に延びる石列である。西側は現代

の排水桝に切られる。石列の面は、南列が南を、東列が東を、北列が北を向く。位置と特徴から、

東列と南列の東端は誓願寺の寺域境界石列であると考えられる。全体に見ると「コ」字状になり、

本来は長方形の区画になると想定される（区画 b）。区画 b 内については、安全上確認できなかっ

た箇所が大半である。陶磁器（815 ～ 817）が出土し、遺物の時期は概ね 17世紀前葉～中葉と想
定される。

　区画 a・b の用途については判然としないが、長方形の区画が並んでいたと想定されることから、

何らかの建物が内側にあり、その区画を示したものとも考えられる。ただし、柱を想定させるよう

なピットや礎石の配置は確認できなかった。

　D3 区 SW1 最下段は、南北列のみで構成され、D3 区 SW2 南列から北東－南西方向に延びる。

明確に東に面を向けた大きめの石材は無く、幅 1.2 ｍの裏込めや根石となる礫の集積のみ残存する。

裏込めの特徴が上面検出のものと同様であることから、塀の布基礎を兼ねる石垣状の境界石列の存

在が想定される。

（4）石列・石垣・集石遺構

〇 B1 区 SW13（付図 5）

　本遺構は調査区東部に位置し、検出面は E 面である。陶磁器等が混じって出土する集石遺構で

ある。周辺の地盤が砂土を基調とするため掘り方が明確でなかったが、本来は土坑であると考えら

れる。元々の用途は判断し得なかった。磁器（157 ～ 159）・内耳土器（875）などが出土し、廃

絶年代は 18 世紀末葉であると想定される。

〇 C6 区 SW7（付図 5）

　本遺構は調査区南部西寄りに位置し、検出面は D 面である。C6 区堀の埋土上に断続的に東西に

延びる石列である。面は北を向く。特徴から何らかの境界や区画を表す石列と想定される。位置的

には誓願寺の北側境界である可能性が考えられる。時期については C6 区堀の廃絶から間を置かな

いものと考えられる。

〇 C8 区 SW3（付図 5）

　本遺構は調査区南西部に位置する。C8 区堀内埋土上に東西に配置された石垣である。面は南向

きで北側に少ないが裏込も見られる。二段程度残存するが、C8 区堀上段の石垣の残存する上面レ

ベルよりも低く、石垣との間は溝状になっていたと想定される。石垣は境界を示す役割も持ち、間

の溝は堀廃絶後の水路か小路と考えられる。陶磁器（682 ～ 688）、土師質土器（960）が出土し、

遺物の時期は 17 世紀末から 19 世紀前半と想定される。ただし、位置や検出状況から C8 区堀の

廃絶以降のものであるため、築造時期は 18 世紀前半と考えられる。
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〇 C9 区 SW2（付図 5）

　本遺構は調査区南西部に位置し、検出面は E 面である。C9 区堀内埋土上に東西に配置された集

積した礫による石列である。用途については判然としないが、堀廃絶後に成立した点と堀南側石垣

と間隔をあけて溝状に東西に延びているという共通点から、C8 区 SW3 と同様に本来は石垣が存

在し、その裏込めであった可能性が考えられる。その場合、石垣は境界を示すものであり、C9 区

堀上段との間の溝は水路か小路と考えられる。陶磁器（772 ～ 775）、が出土し、遺物の時期は

19 世紀前半と想定されるが、先述のように特徴が C8 区 SW3 と似ていることから、同時期のもの

であると考えられる。なお、陶器の皿（775）の高台内には「誓」の字の墨書がされていた。

（5）溝状遺構

〇 A1 区 SD4（付図 5）

　本遺構は調査区北東部に位置し、検出面は E 面である。南北に延びる砂が充満した溝状遺構で

ある。残存する東壁ラインは北半で東にふくらむ。西側は資料館本館基礎掘り方に切られ、北は現

代の排水パイプ下に延びるため分断して検出した。遺物も少なく、特徴から地業痕跡と想定される。

〇 B1 区 SD7（付図 6）

　本遺構は調査区東部に位置し、検出面は F 面である。東西に延びる砂が充満した溝状遺構である。

東側は調査範囲外に延び、西側は資料館本館基礎掘り方で切られる。遺物も少なく、特徴から地業

痕跡と考えられる。陶器（163 ～ 165）が出土し、17 世紀後半の時期が想定される。

〇 B2 区 SD2（付図 5）

　本遺構は調査区東部に位置し、検出面は D 面である。北東－南西方向へ延びる溝状遺構で、南

北を資料館本館基礎掘り方に切られる。北端に石材を 1 つ検出した。南西側に一段高い平坦面が

あり、その西側下段には小礫を検出した。C 面の B2 区 SW2・3 の位置もふまえると材木町筋東に

面した町屋建物の布基礎抜き取り痕跡であると想定される。また、溝の底面標高は 1.94 ｍであり、

周辺の遺構の状況をふまえると E 面の時期に造られたと考えられる。

〇 A8 区 SD2・A10 区 SW2・B10 区 SW4（付図 4・5、第 30 図）

　本遺構群は調査区北西部に位置し、検出面は B' ～ C 面である。一連の水路を構成する遺構と捉

えられるために合わせて述べる。

　A8 区 SD2 は、石垣による水路跡である。南北に延びる石垣を 2 列並べて、間を溝としている。

北側は調査範囲外へ延び、南西側は資料館本館基礎掘り方に切られる。残存する計測値は、東側石

垣が、南北長 573 cm、最大高 82cm、裏込めも含めた最大幅が 105cm、西側石垣が、南北長

405cm、最大高 68cm、裏込めも含めた最大幅が 99cm である。また東側石列の南端には角度を西

に変えて 2 石分延びる南列が継続している。南列の残存計測値は、長さ 55cm、裏込めも含めた最

大幅が 65cm、最大高 54cm である。溝幅は最大となる東側石垣面北端の 107cm で、石垣面残存
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部南端で 98cm となる。底面標高は、北端 0.96 ｍ、中間部 0.92 ｍ、南端 0.82 ｍであり、水の流

れは北から南へ向かっていたことがわかる。

　東側石垣は、大きめの石材を 3 段積み上げて石垣面を構築している。ただ、最上段の石材上に

はレベルを調整するものと想定される小石材が置かれており、もう 1 段程度積み上げられていた

と考えられる。最下段の石材下には胴木（1380）を敷いている。長さは 511cm でさらに北側は

調査範囲外へ続く。胴木（1380）の東側には胴木（1379）が、西側には胴木（1378）が敷かれ

ているが、その箇所には石材が残存していない。胴木（1379）の南側には石列が胴木（1380）に

沿って並ぶ。この石列は根石と裏込めにあたるものと考えられる。

　西側石垣は、大きめの石材を 2 段積み上げて石垣面を構築している。ただ、裏込めにあたる石

材を石垣面石材より 46cm 高い位置で検出しているため、東側と同じく本来は 4 段程度積み上げ

ていたと考えられる。

　また、杭を胴木の西側に 4 本、西側石垣の東側に 3 本、北端溝中央付近に 1 本、計 8 本検出した。

杭や石垣に沿ったものは位置ずれを防ぐ役割が想定できるが、溝中央のものについては想定し得な

かった。

　北側調査範囲境には A8 区 SW1 が本遺構と直交して、東西に構築されている。その下段にあた

る 3 段の石垣の最下段に位置する直方体状の大型石材は、胴木（1378 ～ 1380）3 本の上に直交

して載っている。また溝幅はこの石材と胴木（1378）の位置で 68cm と幅を狭めて北側へ延びて

いる。つまり、東側石垣の石垣面ラインはこの胴木上か A8 区 SW1 の位置で西側へ屈曲して、A8

区 SW1 下段の西面へ続いていたと考えられる。

　陶磁器（88 ～ 102）、木製品（1375 ～ 1382）が出土し、遺物からは 18 世紀から大正初期頃

までの時期が想定される。また、科学分析による胴木の年代は、（1378）が 18 世紀前半もしくは

19 世紀前半、（1379）が 18 世紀前半～後半もしくは 19 世紀中頃～後半もしくは 20 世紀前半～

中頃、（1380）が 18 世紀前半～中頃とそれぞれ想定されている。さらに A8 区 SW1 直下に位置す

る A8 区 SK12 は 19 世紀前半の時期が想定される。また、A8 区墓 136 などの隣接する墓を切っ

て築造されている。これらをふまえると本遺構は、3 本の胴木の時期で矛盾のない 19 世紀前半頃

の築造と想定される。廃絶年代については、水路埋土上に位置する A8 区 SK4 が大正期の時期想定

ができる磁器（105）を伴うことから明治後半頃と捉えたい。

　

　A10 区 SW2 と B10 区 SW4 は東西に平行し、面を向き合わせて延びる石垣で、東を資料館本館

基礎掘り方で、西を国際会議場建設時の土留施設で切られる。A10 区 SW2 は残存する長さが

59cm、高さが 63cm で大きめの石材を 2 段積み上げている。石材底面の標高は 1.5 ｍである。

B10 区 SW4 は残存する長さが 52cm、高さが 61cm で小ぶりな石材を組み合わせて 2 段積み上げ

た上に大きめの石材を 1 段載せている。石材底面の標高は 1.58 ｍである。A10 区 SW2 と B10 区

SW4 の石垣底面の溝幅は 94cm である。

　位置と特徴から本遺構群は、A8 区 SD2 西側石垣と A10 区 SW2 が、A8 区 SD2 東側石垣と B10
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区 SW4 が接続し、鈍角に向きを変える水路と考えられる。底面標高から、水の流れも A8 区 SD2

から A10 区 SW2・B10 区 SW4 側へと流れていたことがわかる。廃絶年代も A10 区 SD1 の土管

が A10 区 SW2 を切る形で設置されており、全体で明治後半頃と想定して矛盾はない。

（6）堀

〇 C6 ～ C9 区堀（付図 6・第 29 図）

　本遺構群は、調査区の南部西寄りから南東部にかけて位置し、検出面は D 面である。一連の遺

構であることから合わせて述べる。

　本遺構群は、大きく分けて北側の石垣列と南側の石垣列、それらを東側でつなぐ斜面によって構

成され、遺構に囲まれた中に堀状の水路が形成されている。

　北側石垣は、西北西－東南東方向に延びる石垣列で、西側と北側は資料館本館基礎掘り方で切ら

れる。確認した長さは 13.3 ｍであり、裏込めも含めた最大残存幅は 0.64m である。大きめの石材

で概ね目地を通した段を最大 5 段積み上げ、最大となる高さは 1.42 ｍである。最も高い箇所の石

垣上面の標高は 1.56 ｍ、底部の標高は 0.1 ｍである。また、北側石垣に沿って確認できた水路底

の標高は 0.96 ｍである。

　南側石垣は、西北西－東南東方向に延び、C7 区でやや南東寄りに湾曲して延びる石垣列である。

西側は現代の排水桝に切られ、東側は調査範囲外へ延びる。確認した長さは、東端と西端の直線距

離で 30.5 ｍであり、裏込めも含めた最大幅は 1.12m である。大きめの石材で概ね目地を通した段

を最大 4 段積み上げ、最大となる高さは 1.33 ｍである。最も高い箇所の石垣上面の標高は 1.83 ｍ、

底部の標高は 0.4 ｍである。また、南側石垣に沿って確認できた水路底の標高は 0.3 ｍである。

　北側石垣と南側石垣の上段は攪乱を受けていると想定され、本来は数段上に積まれていたと想定

される。ここで残存する石垣上段の最高所や基底石下面のレベルを比較すると南側石列の方が高く、

石垣上段もそれを反映して南側の方が高かった可能性も考えられる。

　斜面は、二段階で角度を変えるように掘りこまれている。南側は調査範囲外へ広がる。確認した

最大幅は 3.2 ｍであるが、南側石垣の調査範囲外への延長ラインを想定すると約 4m になると考え

られる。斜面は、東端から西に向けて 74cm の距離を比高差 17cm で緩やかに掘りこんだ後、

67cm の距離を比高差 48cm の急傾斜で掘りこんで堀底に至っている。下の斜面上には杭を 1 本と

斜面上側に石材を据えて補強して地面に刺した細い板 2 枚を検出した。堀の端であるため、何ら

かの施設の存在が想定されるが、用途については不明である。

　水路底は、斜面から西に向けて幅を減じて延びている。北側石垣の東端が最も幅が広い 4.1 ｍで、

水路が確認できる西端箇所で 2.7m である。水が湧いたため、確認できた最低箇所の標高は 0.06m

である。C9 区の南側石垣から北へ 0.46m 離れた水路底では杭を検出したが、用途は不明である。

　また、北側石垣の西端から西へ 0.5 ｍ離れた位置に石段を検出した。北側は資料館本館基礎掘り

方で切られる。石段は幅 1.2 ｍで南側へ約 1.3m の距離で傾斜して段をなしている。地面を 5 段に

掘り込み、その上に石材を乱雑に積み上げて 6 段の石段にしている。最下段南側地面は標高 0.23

ｍである。そこから石段の標高が 1 段目から 0.43 ｍ、0.46 ｍ、0.63 ｍ、0.68 ｍ、0.77 ｍ、0.98
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ｍとなり、一定でない。攪乱の影響とも考えられるが、石材の積み方を見ると当初からそれほど厳

密な石段として造ってはいないものと想定される。二段目の東側石材の南に接して支えのための杭

を検出した。本遺構は、北側石垣との接続箇所は検出できていないが、位置や特徴から資料館基礎

に切られた箇所で北側石垣と接続し、そこから水路底へ降りる石段であると考えられる。

　水路内からは、陶磁器（457 ～ 619・638 ～ 676・716 ～ 770・776 ～ 805）、土師質瓦質土

器（916 ～ 952・958・963 ～ 967）、木製品（1413 ～ 1496）、金属器（1341 ～ 1350・1354

～ 1356・1358 ～ 1360）、銭貨（1268 ～ 1271・1276 ～ 1280）が、南側石垣上からは、陶磁

器（620 ～ 622）、土師質瓦質土器（953）が、北側掘り方からは、焼締陶器（623）が出土した。

遺物からは、17 世紀前葉から明治までの時期範囲が想定される。ただ、水路内は後代の遺構に攪

乱を受けていること、17 世紀後葉から 18 世紀前葉までの時期に遺物の想定時期が集中すること

から、17 世紀前半に築造され、18 世紀前葉に埋め立てられたものと考えられる。

（7）土坑

〇 A1 区 SK6（付図 6）

　本遺構は調査区北東部に位置し、検出面は E 面である。貝が充満する楕円形土坑で、A1 区土管

の設置溝により南側が切られ、東側は調査範囲外に延びる。特徴から廃棄土坑であると考えられる。

陶器（8）が出土し、17 世紀末葉の時期が想定できる。

〇 A3 区 SK11（付図 5）

　本遺構は調査区北東部に位置し、検出面は E 面である。砂が充満する不定形な土坑である。二

段階に掘りこまれ、底面標高は 1.12 ｍである。D 面における砂が充満する土坑同様に規模も大きく、

遺物も少ないことから地業痕跡の可能性が考えられる。磁器（17）が出土し、19 世紀中葉の時期

が想定できる。

〇 A3 区 SK12（付図 6）

　本遺構は調査区北東部に位置し、検出面は F 面である。砂が充満する浅い方形土坑である。規

模も大きく、遺物も少ないことから地業痕跡の可能性が考えられる。

　なお、A3 区 SK12 の西側に 1.4m 離れた位置で炭化物が広がる面を検出した。何らかの火を使

う施設に伴うものと考えられるが、周辺の直近の遺構が A3 区 SK12 しかなく想定し得なかった。

〇 A4 区 SK22（付図 6）

　本遺構は調査区北部東寄りに位置し、検出面は E から F 面の間である。貝が充満する円形土坑で、

北側は現代の排水パイプの下になり未確認である。貝はほぼアサリである。磁器（37）が出土し、

17 世紀後半の時期が想定できる。
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〇 A8 区 SK12（付図 5）

　本遺構は調査区北西部に位置し、検出面は E 面である。陶磁器片が充満する方形土坑で、A8 区

SW1 直下に掘りこまれており、北側は調査範囲外へ延びる。位置と特徴から A8 区 SW1 築造に伴

う廃棄土坑と想定される。陶磁器（109 ～ 115）が出土し、19 世紀前半の時期が想定される。

〇 A10 区 SK4（付図 5）

　本遺構は調査区北西部に位置し、検出面は D' 面である。底に甕を埋設し、上端に粘土枠を設置

した土坑であるが、枠、甕ともに半壊する。埋土に炭や瓦礫が含まれる。特徴から便槽であると想

定される。便槽としての用途が廃絶した後に、火災後の廃棄土坑として利用されたものと考えられ

る。磁器（155）が出土し、19 世紀前葉の廃絶時期が想定される。

〇 B1 区 SK9・10・13・14（付図 6）

　本遺構は調査区東部に位置し、検出面は E 面である。いずれも貝や陶磁器が出土する土坑である。

B1 区 SK9 は、方形土坑で東側を B1 区 SK7 に切られる。B1 区 SK10 は、長円形土坑で南側をトレ

ンチに切られる。B1 区 SK13 は、北側を B1 区 SD6 に、西側を B1 区 SK12 に切られた土坑で残存

部から楕円形土坑と想定される。SK14 は、楕円形土坑である。特徴から廃棄土坑であると考えら

れる。B1 区 SK9 では磁器（192）・内耳土器（877）が、B1 区 SK10 では磁器（193）が、B1 区

SK13 では陶磁器（195・196）が、B1 区 SK14 では陶器（197）が出土し、17 世紀末から 18 世

紀前葉の時期が想定される。

〇 B1 区 SK12（付図 5）

　本遺構は調査区東部に位置し、検出面は E 面である。甕を埋設した方形土坑である。北側を B1

区 SD6 に、西側を資料館本館基礎掘り方に切られる。甕は底部のみ残存する。特徴から便所の便

槽と考えられる。埋土は砂土で、魚の骨、炭、磁器（194）が出土し、19 世紀前半の時期が想定

される。

〇 B1 区 SK15（付図 6）

　本遺構は調査区東部に位置し、検出面は F 面である。炭まじりの土が入る長円形土坑である。特

徴から廃棄土坑であると考えられる。焼締陶器（198）が出土し、17 世紀末から 18 世紀前葉の時

期が想定される。

〇 B9 区 SK5（付図 7）

　本遺構は調査区西部に位置し、検出面は G 面である。砂が充満する浅い土坑で東側と南側は資

料館本館基礎掘り方に切られる。底面標高は 0.67 ｍである。底面で炭片と永楽銭が出土した。時

期について想定できる遺物はないが、特徴や検出面から 16 世紀末葉頃である可能性が考えられる。
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〇 C1 区 SK11（付図 7）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は G 面である。砂が充満した土坑である。人為的なも

のとは考えにくい不定形なもので、石や木などを抜き取った痕跡と想定される。

〇 C1 区 SK12（付図 6）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は F'' 面である。C1 区炭だまりの範囲内上層に位置する

浅い土坑で、南側はトレンチに切られ、東側は調査範囲外へ延びる。底部に炭を検出したが、埋土

にはわずかに小片が含まれる程度であり、C1 区炭だまりのものが表出したものと想定される。用

途については不明である。土師質土器（885）が出土し、17 世紀後半頃の時期が想定される。

〇 C1 区 SK13（付図 6）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は F 面である。砂が充満する歪な方形土坑である。底面

は水が湧いたため未完掘である。井戸跡の可能性も考えられる。陶器（272）が出土し、17 世紀

前半頃の時期が想定される。

〇 C1 区 SK14（付図 7）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は G 面である。浅い土坑で北側はトレンチに西側は現

代の排水桝に切られる。ほぼ完形の鋤先（1325）が出土した。完形であるため、廃棄目的ではな

く埋納遺構である可能性も考えられる。鋤先の時期は想定しにくいが、遺構の検出面が近接する

C1 区 SK13 より下面であることをふまえると 1600 年前後のものと捉えたい。

〇 C1 区 SK15（付図 6）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は G 面である。C1 区炭だまりの下層に位置する浅い楕

円形土坑で、東側は調査範囲外へ延びる。炭や瓦片が出土しており、焚火土坑と想定される。

〇 C2 区 SK13・14（付図 5）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は F 面である。C2 区 SK13 は長円形土坑、C2 区 SK14

は円形土坑である。北側は資料館本館基礎掘り方に切られる。本来の用途は想定し得ない。C2 区

SK13 では磁器（296）が、C2 区 SK14 では磁器（297 ～ 301）・焼締陶器（302 ～ 305）・陶器（306）

が出土した。C2 区 SK13 は 18 世紀、C2 区 SK14 は 18 世紀から 19 世紀前半の時期が想定され、

検出面の想定時期と異なるが、上部が攪乱されていたためと考えられる。

〇 C3 区 SK8（付図 5）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は E 面である。砂が充満する大型楕円形土坑で、西側

は現代の排水桝に切られる。本来は西側に続く溝状遺構である可能性が想定される。特徴から地業

痕跡の可能性が考えられる。
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〇 C3 区 SK9（付図 5）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は E 面である。砂が充満する大型長円形土坑である。特

徴から地業痕跡の可能性が考えられる。

〇 C3 区 SK10・11（付図 5）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は E 面である。C3 区 SK10 は長円形土坑で、C3 区

SK11 は歪な方形土坑であり、いずれも砂が充満する。北側は資料館本館基礎掘り方に切られる。

C3 区 SK10・11 は南側の掘り方ラインが継続しており、本来は一体の溝状遺構で北側に延びる可

能性が考えられる。C3 区 SK10 から金属器（1328）が出土した。特徴から地業痕跡の可能性が想

定される。

〇 C4 区 SK19（付図 5）

　本遺構は調査区南部東寄りに位置し、検出面は E 面である。長円形土坑であり、埋土上層には

瓦礫、下層には炭が出土した。火災時の廃棄土坑と考えられる。陶磁器（362 ～ 366）・羽口（898）

が出土し、19 世紀中葉の時期が想定される。

〇 C4 区 SK21（付図 6）

　本遺構は調査区南部東寄りに位置し、検出面は F 面である。南側は調査範囲外に延びる。底面に

瓦が出土した。瓦は桟瓦を主体とし、わずかに大型の平瓦が含まれる。特徴から廃棄土坑であると

想定される。陶磁器（367・368）、内耳土器（899・900）が出土した。（367）は近代のもので

あるが、検出面を考慮すると調査範囲境の壁面からの混入と想定され、18 世紀前半の時期が想定

される。

〇 C4 区 SK22（付図 5）

　本遺構は調査区南部東寄りに位置し、検出面は E 面である。上層に多量の円礫、下層に比較的

大きめの石材が入る円形土坑である。特徴から不要な礫を廃棄した土坑と想定される。天目碗

（369）・土瓶（901）が出土し、（369）は、1620 ～ 30 年頃のものと想定されるが、検出面を考

慮すると伝世したものを廃棄したと考えられ、（901）から 19 世紀前半の時期が想定される。

〇 C5 区 SK28（付図 4・5）

　本遺構は調査区の南部に位置し、検出面は D 面である。南側は方形土坑状の石組遺構である。

石材には墓石の転用も見られる。北側に離れた位置に直方体の石材を検出したが、これも一連の遺

構の可能性がある。石材に囲まれた範囲は 44cm 四方であるが、北側石材まで含めると南北が

90cm になる。陶器（410）、銭貨（1252）が出土し、遺物の時期は 19 世紀前半と想定される。

　特徴から地下室である可能性が想定される。



─　67　─

〇 C5 区 SK30（付図 5）

　本遺構は調査区南部に位置し、検出面は E 面である。埋土に黄色い粘質土が含まれる円形土坑

である。特徴から廃棄土坑あると考えられる。磁器（411）が出土し、18 世紀後半の時期が想定

される。

〇 C5 区 SK31（付図 5）

　本遺構は調査区南部に位置し、検出面は E 面である。長円形土坑で、特徴から廃棄土坑である

と考えられる。陶磁器（412 ～ 414）、金属器（1340）が出土し、19 世紀前半の時期と想定される。

〇 C5 区 SK36・38（付図 6）

　本遺構は調査区南部に位置し、検出面は E 面である。C5 区 SK36 は円形土坑で、C5 区 SK38 は

北側が現代の排水桝に切られ、南側が調査範囲外へ延びるため形状不明の土坑である。残存部から

は、円形もしくは楕円形になると想定される。いずれも埋土に赤土が充満し、底面は平坦である。

位置や特徴から同一の役割を持つもので、何らかの施設の基礎であると考えられるが具体的な役割

は想定し得なかった。C5 区 SK36 からは、磁器（421）、土師質土器（910）、銭貨（1255 ～

1257）が、C5 区 SK38 からは、青花碗（422）、焼締陶器（423）、土師質土器（911）・内耳土器

（912）、銭貨（1258 ～ 1261）が出土した。概ね、17 世紀後半から 18 世紀初頭の時期が想定で

きるが、（422）は 1630 年頃、（423）は 19 世紀中葉の時期になる。検出面や時期別の点数を考

慮に入れると、（422）は伝世品か攪乱されたもので、（423）は調査範囲境の壁面からの混入と想

定される。

〇 D3 区 SK7（付図 5）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は C 面である。底部に陶磁器片や礫が出土する円形土

坑であり、特徴から廃棄土坑であると考えられる。磁器（823・824）が出土し、遺物の時期は

18 世紀後半～ 19 世紀前葉と想定される。検出状況や遺物の年代から、検出面とは異なるが E 面

の時期の遺構と捉えられる。

〇 D3 区 SK8（付図 5）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は D 面である。砂が充満する大型溝状遺構で、西側は

調査範囲外へ広がる。特徴から地業痕跡の可能性が考えられる。磁器（825）が出土し、19 世紀

前半の時期が想定される。

〇 D3 区 SK9（付図 5）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は D 面である。南西部を大きく D3 区 SK8 に切られる

が残存部から方形土坑と想定される。陶磁器片が出土しており、廃棄土坑であると考えられる。磁

器（826 ～ 828）、銭貨（1288 ～ 1290）が出土し、銭貨については 17 世紀前半のものも含まれ
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るが、磁器の年代や検出面をふまえると 18 世紀後半の時期が想定される。

（8）その他の遺構

〇 C1 区炭だまり（付図 6）

　本遺構は調査区南東部に位置し、検出面は G 面である。炭が広がり、焼土やいくつかの石材が

検出される面で、東側は調査範囲外へ広がる。C1 区 SK12 が属する面と C1 区 SK15 が属する面の

間で検出し、大きく分けると 3 層の炭層とその間の砂層とが薄く互層になっている。炭層はさら

に細分できる。30cm 程度の間に何層も炭層が形成されているが、近接する土層や周辺の遺構の状

況から大きな時間差はないものと想定できる。銭貨（1221）が出土し、判然としない文字もあるが、

北宋銭の皇宋通宝と考えられる。特徴から、廃棄物の焼却場であった可能性が想定される。本遺構

の位置は、諸絵図から近世初期において慶藏院の寺域であった可能性が高い。寺域であるとするな

ら材木町筋から東に奥まった北側に位置することになり、廃棄物の焼却場として適した位置になろ

う。本遺構の上層に位置する C1 区 SK12 が 17 世紀後半頃と考えられるため、17 世紀前半頃の時

期が想定される。

6　墓地

　調査区の北部から北西部にかけての A5 ～ A8 区と中央部から西部にかけての B5 ～ B8 区内では、

墓の遺構をまとまった形で検出した。位置から淨圓寺の墓地にあたる。

　調査は当初、他の遺構と同じく A ～ G といった検出面を想定して開始した。ところが墓が密集

しているために、墓築造時の掘り方による攪乱が著しく、面がほとんど検出できなかった。そのた

め、D 面相当と捉えられるレベルからは、地表から約 170cm の深さで全面的に掘削し、その段階

での検出順や切り合い関係、出土遺物等から遺構の時期を想定した。なお、先行した A8 区西側で

はさらに地表から 190cm のレベルを設定して調査を実施した。その結果、墓地の時期については、

新しいものから順に①～⑦期の時期を設定しており、他の遺構における A ～ G 面とは一致してい

ないので注意されたい。また、期間の関係で墓地の最下層までは、調査を実施できなかった。調査

の終了段階でも未完掘の墓があり、さらに棺桶底部で下層の墓の棺桶やその痕跡を検出しており、

墓地の全ての層を確認したわけではない。

　ここでは、各時期の遺構の概要や特筆すべき遺構について述べていくが、計測値やそれ以外の遺

構については、後掲する墓観察表を参照されたい。

（1）①～②期（付図 10）

　①期に属する墓は主に戦後の改葬により、②期に属する墓は①期の墓の築造により、棹石などの

上部構造が抜き取られた状態で検出した。下部構造の納骨室は、コンクリート製、モルタル製、石

製、煉瓦製、甕の転用、素掘りのものやそれらを組み合わせたものを確認した。A5 区墓 4 や A6

区墓 8 などは前代の墓石を転用して納骨室を築造していた。モルタル塗りや三和土製の納骨室の
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底面には、ほとんどに息抜き穴が設けられていた。A8 区墓 13 のように息抜き穴の下に甕の底部

を穿孔した箇所を穴に合わせて設置したものも見られた。納骨室内は空のものが多かったが、骨壺

が残存するものもあり、火葬墓であると想定される。骨壺は、蔵骨器サイズのものと径 10cm 以下

の小ぶりな分骨器サイズのものが見られた。納骨室以外の施設としては、墓域を示す境界石列や拝

石などを確認した。また、A6 区墓 5 では花生台が設置されていた。

〇 A8 区墓 14（第 7 図）

　納骨室のみ残存する近代墓である。納骨室は、煉瓦躯体の桝の外面を粘土で被覆し、内面をモル

タル塗りにしたもので、底部に息抜き穴を設けている。納骨室の内法は 34 × 33 × 30cm である。

また、直接には接していないが、下層の A8 区墓 103・130・152 は早桶を使用した円形木棺墓で

あるが、A8 区 103 には 2 本、A8 区 152・130 には 1 本の杭がそれぞれの棺の底部を貫いて設置

される。杭は平面では方形に配置され、A8 区墓 14 の納骨室の範囲内に収まる。このことからこ

れらの杭は、A8 区墓 14 の基礎として設置されたもので、杭上部は分解して失われたものと考え

られる。第 7 図 80・86 層では痕跡が確認できないが、A8 区墓 14 が断面ラインより突出してい

るため、杭痕跡が断面内部に位置していたためと想定される。

（2）③期（付図 10）

　③期の納骨室は A6 区墓 46 の甕以外は素掘りの土坑であり、石材は一部で検出したが、納骨室

の空間を構成していたとは想定しにくい。骨壺は蔵骨器サイズのものと分骨器サイズのものが見ら

れ、火葬墓であると想定される。③期には早桶を棺桶にした円形木棺墓による埋葬も見られる。円

形木棺墓は掘り方が確認できるものもあったが、大半は桶や桶痕跡のみで確認した。棺内には人骨

が残存するものや、礫や石材、骨壺が出土するものもあった。石材については上部構造である墓石

の一部が落ち込んだものと考えられる。骨壺は棺内の上層から中層付近から出土しており、上層の

墓の納骨室が棺内まで掘りこまれたり、棺蓋の破損分解や遺体の分解による沈下で落ち込んだりし

たものも含まれていると考えられる。いずれにしても、③期には火葬例と土葬例が見られる。

〇 A7 区墓 14

　28 × 35cm の方形土坑で、残存する深さは 18cm と小規模である。木質が変質したものと想定

される褐色土が側面と底面から検出されたため、方形の木箱を木棺にした子ども用の墓と想定され

る。棺内からは瓦片と副葬品と考えられるこども茶碗（87）が出土し、19 世紀後半の時期が想定

される。

（3）④期（付図 11）

　④期では、各時期で最多の 207 基の墓を検出した。その中の先後関係から、付図 11 では④期

を 2 期に細分して図示している。④期の墓は A5 区墓 46 が甕棺墓、A5 区墓 47 が槨木槨円形木棺

墓で、それ以外は棺の残存しないものもあるが、ほぼ円形もしくは楕円形木棺（早桶）墓であると
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想定される。ただし、棺内から骨壺が検出されるものもあった。棺同士が密集して埋葬されており、

前代の棺を切って棺を設置している事例が多く見られる。A8 区墓 93 については、前代の A8 区墓

133 の棺内にそのまま棺を入れる形で埋葬されていた。

　墓地の東側では、木棺として使用された早桶のほとんどが変質して土になっており、残存してい

ても底板のみだった。西側に行くほど早桶の側板まで残存しているものが増える傾向があったが、

側板の上部は、土に変質したり、新しい時期の墓によって破壊されたりしていた。また東側では、

遺体の土への変質が進み、人骨のみを容易に検出することができた。しかし西側へ行くほど、遺体

が変質したと考えられる粘質土が棺内に充満しており、人骨のみの検出が困難であった。これは、

地下水の流れや水路である A8 区 SD2 が西側にあることの影響と考えられる。

　④期については、ほとんどが土葬で、骨壺を火葬に伴うものと捉えれば、わずかに火葬例が見ら

れる。

〇 A5 区墓 46

　円形土坑内に甕を据えた甕棺墓で、甕径は 58cm、深さ 62cm である。甕内で蓋材の一部が出土

しており、本来は甕上部に円板状の蓋が置かれていたと想定される。甕の底部は穿孔されており、

その上を円形板で塞いでいる。棺内には人骨が残存していた。

〇 A5 区墓 47（第 34 図）

　炭を充填した槨木槨円形木棺（早桶）墓である。掘り方底面に長板 3 枚を方形に並べ、側板を

設置して外側の木槨を作り、さらに内側にも木槨を作った上で、早桶による棺桶を中央に据えてい

る。外側木槨は東西 101cm、南北 105cm、残存する側板の高さは 10cm である。内側木槨は東西

76cm、南北 77cm、残存する側板の高さは 13cm である。棺桶は底板のみ残存しており、径は

54cm で、棺内には人骨が残存していた。また外側木槨の底面中央では、1 枚程度部材が失われた

桶底を検出した。径は 54cm である。

　第 34 図土層から、外側木槨側板は痕跡が 7・8 層に見られないため、高さはあまりなかったも

のと捉えられる。内側木槨側板は、6 層が東西ともに外側で立ち上がるため、少なくともそこまで

の約 30cm の高さはあったと考えられる。棺桶については 2・3・6 層が桶内埋土と考えられ、高

さは 92cm になる。

　また、外側木槨側板にそれほど高さが無いと考えられるため、外側木槨と内側木槨を同時に据え

た場合、7・8 層の保持ができない。つまり 4 ～ 6 層の内側木槨に伴う埋土と 7 ～ 9 層の外側木槨

に伴う埋土には時期差があったと想定される。外側木槨の掘り方は東西 138cm、南北 136cm、深

さ 130cm で、内側木槨の掘り方は東西 112cm、南北 109cm、深さ 119cm である。ここで、外

側木槨の底面で検出した桶底に注目すると、内側木槨の補強等の役割は考えられず、構造上の意味

が見出せない。一部損壊していることについては、内側木槨の敷設に伴うものであり、それ以前の

棺桶であった可能性が想定される。本遺構は、同墓地内で比較すると厚葬墓であり、追葬というよ

りは改葬を想定したい。
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　埋土全体に炭が混じるが、6 層が最も濃いものであり、5・7・8 層がそれに次ぐ。このことから、

炭は主に木槨と木棺の間に充填したものと捉えられる。

　また、本遺構を検出した上層における掘り方は、東西 156cm、南北の残存値が 168cm である。

北側に残存部で 154 × 38 × 8cm の上段が付属する。これらの掘り方は墓の上部構造の痕跡と捉

えられる。

　掘り方上層から焼締陶器（56）が出土し、遺物の時期は 19 世紀中葉と想定される。ただ内側木

槨内の棺桶の放射性炭素年代測定を実施したところ、1760 ～ 1805 年の可能性が高かった。これ

らのことから本遺構は 18 世紀末～ 19 世紀前葉頃に改装され、その後も整備が行われていたと想

定される。改装前の築造時期については想定できなかったが、⑤期に遡る可能性もあろう。また、

本遺構は②期面で検出したが、直上の①期面が攪乱されていたこと、周辺に近接した他の墓が検出

できないことから、被爆時まで存続していたと考えられる。

〇 A6 区墓 80

　径 54cm、残存する深さ 36cm の円形土坑である。特徴から円形木棺（早桶）墓であると想定さ

れる。人骨が残存し、副葬品と想定される寛永通宝 8 枚（1180 ～ 1187）が出土した。

〇 A6 区墓 88

　径 52cm、残存する深さ 25cm の円形土坑である。特徴から円形木棺（早桶）墓であると想定さ

れる。人骨が残存し、内部から石材と蔵骨器サイズの骨壺が 2 個、骨壺蓋 1 個が出土した。骨壺

は埋土上層に位置し、蓋は底面に位置していた。残存する深さから、本来はもう少し棺内の深さは

あったはずで、骨壺が上層の墓から落ち込んだ可能性もあるが、元々、棺内に埋葬されていたと想

定される。

〇 A8 区墓 82

　径 40cm、残存する深さ 30cm、桶底径 38cm の円形木棺（早桶）墓である。棺内に墓石石材が

2 個落ち込んでいる。棺内から副葬品と考えられる土師質土器の合子とその受皿（848 ～ 850）が

出土した。遺物の時期は明確ではないが、概ね近世後期～近代までのものと想定される。ただ、遺

構の検出状況からは、近世後期のものと捉えられる。

〇 A8 区墓 100

　径 66cm、残存する深さ 65cm、桶底径 48cm の円形木棺（早桶）墓である。人骨が残存していた。

棺内に落ち込んだ桶蓋の一部と、副葬品と想定される念持仏入の懐中厨子（1392・1393）が出土

した。また大量の籾殻と蕎麦殻が出土しており、枕などを入れていた可能性が想定される。

〇 A8 区墓 103

　長径 66cm、短径 57cm、残存する深さ 47cm、桶底径 46cm の円形木棺（早桶）墓である。上
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面に桟が残存する桶蓋が出土し、棺内には年齢不明の男性の人骨が残存していた。また、副葬品と

想定される硯（1139）が出土した。なお棺桶の放射性炭素年代測定を実施したところ、1762 ～

1803 年の可能性が高かった。

〇 A8 区墓 104

　長径 63cm、短径 55cm、残存する深さ 23cm、桶の長径 55cm、短径 47cm の楕円形（早桶）

木棺墓である。

〇 A8 区墓 108

　径 40cm、残存する深さ 19cm の円形土坑である。特徴から円形木棺（早桶）墓であると想定さ

れる。副葬品として軟質施釉陶器（124 ～ 126）、土師質土器（851）が底部に並べられていたと

考えられる状態でまとまって出土した。ままごと道具であり、子ども用の墓と考えられる。遺物の

時期もふまえると 19 世紀前半のものと想定される。

〇 A8 区墓 127

　径 51cm、残存する深さ 37cm、桶底径 48cm の円形木棺（早桶）墓である。棺内には人骨が残

存し、石材と分骨器サイズの骨壺が出土した。石材は墓石の落下と考えられる。骨壺は人骨と並ん

で棺底部から出土しており、同時埋葬であると想定される。

（4）⑤～⑦期（付図 11）

　⑤～⑦期の墓は、④期同様に円形もしくは楕円形木棺（早桶）墓が主流である。その中で甕棺墓

1 基（A6 区墓 104）、木槨円形木棺（早桶）墓 3 基（A6 区墓 105・A8 区墓 137・A8 区墓 202）

を検出した。⑤期以前の時期では火葬と想定される墓は見られず、全て土葬墓である。

〇 A6 区墓 104

　円形土坑内に甕を据えた甕棺墓で、掘り方の径は 77cm、甕径は 58cm、深さ 76cm である。A6

区墓 65 により西側を切られている。甕上には径 71cm、厚さ 7cm 前後の半円形の石材が載ってい

る。A6 区墓 65 により破損したものと考えられ、本来は円形の石蓋であったと想定される。棺内

には人骨の小片が残存し、甕底には円形板を据えていた。

〇 A6 区墓 105

　木槨内に木棺を据えた木槨円形木棺（早桶）墓である。木槨の木材は土に変質していたが、東西

70cm、南北 71cm の範囲で検出した。平面形状は本来方形になると考えられるが、それぞれの辺

の中央部は土圧により、木棺の円形ラインに近接していた。木棺も側板は土に変質し、桶底部のみ

残存する。検出上面の土坑径は 58cm、残存する深さは 41cm、桶底径は 49cm である。棺内には

人骨が残存しており、桶の部材が出土した。棺南側底部に沿って炭を検出した。A5 区墓 47 ほど
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の量はなく、桶内でも側板ラインに沿って検出されたため、南側の木槨と木棺の間だけに炭を少量

入れたものと考えられる。

〇 A7 区墓 38

　掘り方径 67cm、桶の長径 49cm、短径 44cm、残存する深さ 31cm の円形木棺（早桶）墓である。

人骨が残存していた。陶磁器（85・86）、土師質土器（844）が出土したが、（844）は、完形で

かつ人骨の傍に同レベルで出土しており、副葬品と捉えられる。遺物の時期はいずれも 18 世紀前

半と想定され、本遺構の築造もその時期と考えられる。

〇 A8 区墓 132

　径 34cm、残存する深さ 10cm、桶底径 28cm の円形木棺（早桶）墓である。歯が残存していた。

また副葬品の数珠と想定されるガラス小玉が出土した。緑色が 67 点、透明～白色が 41 点、スス

状のものが付着した黄褐色が 52 点の計 160 点である。

〇 A8 区墓 137

　木槨内に木棺を据えた木槨円形木棺（早桶）墓である。方形土坑内に一回り小さい木槨を据えて

いる。土坑掘り方は東西 95cm、南北 93cm である。木槨は東西、南北ともに 72cm である。底部

に 3 枚の板を敷き、側板の長辺を上下に向けて据えている。側板は下から 2 段目までは残存する

ものが確認できた。その上部には木質の付着した釘が東辺に 2 本、西辺に 3 本、垂直方向に打た

れたと考えられる状態で出土した。残ってはいないがその位置までは板があったと想定され、高さ

は 47cm になる。底面中央には木棺となる桶が据えられている。桶底径は 49cm である。桶も側

板は底部付近にしか残存していないが、埋土で円形ラインを検出した箇所を上面とすれば 51cm の

深さになる。炭の検出状況から、木槨と木棺の間に炭を充填したものと想定される。また、遺構上

層には小礫を検出しており、何らかの上部構造の痕跡と考えられる。焼締陶器（128）が出土して

おり、遺物の時期は 18 世紀後葉の時期が想定される。

〇 A8 区墓 146

　径 56cm、残存する深さ 17cm、桶底径 48cm の円形木棺（早桶）墓である。棺内の上層では、

上面中央に桟が残存する蓋を検出し、その下からは人骨が出土した。なお、副葬品と想定される木

製数珠（1406 ～ 1408）が出土した。なお棺桶の放射性炭素年代測定を実施したところ、1723

～ 1781 年の可能性が高かった。

〇 A8 区墓 202

　A8 区墓 137 の西側に隣接して、木槨と想定される板材の一部と炭を検出した。調査期間の関係

で未完掘である。炭は充填された状態で 57cm の範囲で確認した。平面形状は、幅 7cm 前後の「L」

字の帯状になり、本来は方形であると想定される。またその方形ラインの内側にあたる下層には、
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炭に沿って板材を検出した。これらの特徴から、この板材は A8 区墓 137 と同様に木槨のもので

あると考えられる。炭のラインからは、外側にも木槨が存在する可能性がある。その場合、A5 区

墓 47 と同様の槨木槨円形木棺墓であると想定される。ただ、木槨と棺の間に炭を充填していると

いう本調査区の木槨使用墓の特徴をふまえると、検出した板材が方形木棺のものである可能性は捨

てきれず、木槨方形木棺墓であるとも考えられる。

　墓地では、納骨室を持つ墓や木棺墓、木槨木棺墓、甕棺墓など合わせて 559 基の墓を検出したが、

地上で墓標の役割を持つ墓石を伴っているものは全くなかった。ただ、墓地内も含めた調査区全体

では多くの墓石が出土した。年号が刻まれたものもあり、18・19 世紀のものが多いが、最も古い

ものは寛文 10 年（1670）のものである。淨圓寺の開基年代を考えるとそれ以前から墓地は連綿

と営まれていたと考えられる。また、円形木棺墓では大きめの礫が棺内に落ち込んでいるものも見

られ、全ての墓に墓標石が設置された訳ではなく、礫を集積したもの、木製卒塔婆や簡易な木製墓

標を設置したものも多かったと想定される。

　また、甕棺墓、木棺墓については、人骨で確認できる場合や形状や規模で想定できる場合とがあ

るが、全て竪棺であった。

（5）墓道（付図 10・11、第 6・7 図）

　墓地内では、直線的に堅緻な面が検出される場所をいくつか確認した。第 6・7 図における横幅

50cm 前後の堅緻な薄い層が何層も重なっている場所がそれにあたる。最も厚く連続する堆積箇所

は、第 6 図においては、間に攪乱層を挟むが概ね 1 ～ 19 層の連続で 1 層の上端から 19 層の下端

までが 62cm、第 7 図においては、上が 8 層で下が 77 層になる 16 枚の層の連続で 8 層の上端か
ら 77層の下端までが 55cm の厚さになる。墓密度が少なく、位置と特徴から墓道と捉えられる。

資料館本館基礎や現代の排水パイプで断続的になるため、南北方向の墓道が想定できなかったが、

東西方向では、①期で 4 列、②～⑥期で 3 列、⑦期で 2 列の墓道が想定できた。A6 区では土層や

面的な広がりにより、北から順に墓道 A・B・C が確認でき、墓道 A・B については、A7・8 区へ

も続いていた。B6 区では面的な広がりにより、墓道 D が確認できたが、①期のみのものである。

　残存する想定ルートでは、時期が異なっても、概ね一定の場所が墓道になっている。墓道想定ラ

インには墓は少ないが、皆無というわけではなく、時期ごとの微妙なルート変更はあったものと考

えられる。また、確認できた残存遺構範囲の関係で A ～ D の想定になるが、南北方向へのルート

や幅狭なものも含め、本来はさらに墓道が存在していたはずである。

7　遺物

　本遺跡では、陶磁器・土師質土器・瓦質土器・ガラス製品・瓦・煉瓦・タイル・金属製品・木製

品など非常に多量の遺物が出土している。このため、本報告では、遺構に伴いその時期等を推定で

きるものまたは特徴的なものを、各遺構で１～数点選別し掲載した（1 ～ 1496）。また、多量に
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ある被爆遺物等のうち特徴的なもの、保存処理をした金属器等で図面を掲載しきれないものの一部

（その他被爆遺物等・他 1 ～他 391、保存処理金属製品等・保 1 ～保 600）を、観察表及び画像で

掲載した。ここでは種類別にその概要を述べることとし、詳細については後掲する遺物観察表を参

照されたい。

〇陶磁器

　陶磁器はほとんどが国産であり、近世のものは肥前産のものがほとんどで、近代になると肥前産

の数は減る一方、瀬戸美濃産のものが大半を占めるようになる。国産陶磁器の産地には、肥前・京・

信楽・瀬戸美濃・石見・萩・砥部・相馬・宮島・源内・珉平・酒津・舞子等が、焼締陶器では備前・

堺・丹波・明石等がある。輸入陶磁器としては龍泉窯・漳州窯・済州窯・景徳鎮・徳化窯の青磁・

白磁・青花が出土しているが、全体に対するその割合はごくわずかである。

　国産の陶磁器のうち、遺構について最も時期の古いものとして、（336・337）の灰釉折縁菊皿

がある。その特徴から、瀬戸大窯 4 期のものと考えられる。

　誓願寺北側の堀（C6 ～ 9 区堀）の埋土内からは投棄されたと考えられる多量の陶磁器が出土した。

埋土の高さを正確に決めて取り上げたものではないが、出土する土器の時期は大きく 2 時期に分

けることができる。埋土上層付近から出土したものの時期は、18 世紀後半から 19 世紀前半のも

のが多く、埋土中層から下層にかけて出土したもの時期は 17 世紀中頃から末葉の特徴を持つ。特

に中層から下層にかけての陶磁器の出土量が多い。器種は椀類が多く、皿などの他の器種は少なく

偏りがあり、良質のものが多い。（540・758）は高取焼の手鉢である。その特徴から内ヶ磯窯の

ものと考えられ、1614 ～ 1629 年頃のものと考えられる。（715・775）の高台内には墨書で「誓」

の文字が記されている。擂鉢は口径 40cm を超える大型のものが多い。大人数の食事を準備するた

めに大型のものを用いたと考えられる。

　（444）の碗は、撹乱土からの出土のため時期は不明であるが、焼成時に溶着したと考えられる

破片がついている。本遺跡からは、トチンやハマなどの窯道具も出土しており、近辺で焼き物をし

ていた可能性がある。

　近代になると源内焼（40）・珉平焼（98・822）・酒津焼（130）・相馬焼（220・810）など、

各地の陶磁器が出土する。在地のものとして宮島焼（140 ～ 143・145・634）がある。（140・

145）の体部高台付近には「宮島」「宮島焼」の刻印があり、（141 ～ 143）の高台は糸切りの切りっ

ぱなしである。いずれも胎土や絵付けに共通性が見られ、独特の風合いをもつ。時期は明治末～大

正のものと考えられる。

〇土師質・瓦質土器

　皿・甕・鉢・鍋・焜炉・涼炉などが出土している。

　誓願寺北側の堀の東端部分（C6 区堀）の埋土内からは投棄されたと考えられる多量の内耳土器

が出土した。比較的良好な状態のものが多く、復元できたものが多かった。陶磁器から 17 世紀後

半から 18 世紀初頭のものと考えられる 5)。
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　（848 ～ 850）は A8 区墓 75 に埋納された合子のセットである。もともとは金属で作られたも

のを模したものと考えられる。

　A9 区からは縫い針とともに坩堝（852 ～ 870）が大量に出土している。掲載したものは形があ

るもので各種数例であるが、ほかにも被熱のため崩壊した破片が大量に出土している。縫い針とと

もに出土していることから、針先を焼締めする際に使用したものと考えられる。形状は一様に円筒

形で、タタラ成形で約 5cm 幅の粘土を積みあげている。内径は 7.4mm 前後と 8.9mm 前後の 2 グ

ループに大別できる。遺構の性格や縫い針の科学分析により、明治時代のものと考えられる。

　

〇ガラス製品

　観察表中の器種の分類は桜井準也氏の分類（桜井 2019）による。ガラス製品は瓶類・食器類等

多数が出土しているが、大半は被爆遺物であり、本項目以外はその他被爆遺物等に後掲する。

　（970）はプレスガラスの花瓶、（991）はコップである。材質は薄い黄緑色で、紫外線ランプを

照射すると発光することからウランガラス製である。ウランガラスの破片は他にも数点出土してい

る。（974・975・976）はセットの食器である。伊藤徳ガラス製造所のプレスハート三つ入れ子鉢

で、大正時代のものである。

〇瓦

　本遺跡からは大量の瓦が出土し、被爆瓦も多数出土している。被爆の痕跡は、器形は大きく変わ

らないが表面が沸騰したように沸き立ったもの、器形が大きく変形し被熱のため素材が発泡し軽石

状に変形したものの 2 種がある。前者は被爆時の熱線によるもの、後者は被爆後の高熱火災で長

時間被熱し変形したものと考えられる。被爆瓦は被爆の痕跡がみられるものは取り上げ、その他の

ものは特徴的なものを取り上げた。取り上げた瓦のうち、その種類や特徴ごとに選別したものを掲

載する。

　瓦の種類は、軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦・桟瓦・鬼瓦・井戸枠瓦などが出土している。（1018）

は鬼瓦の一部と考えられるが、「細工人岩忠　慶應三年（欠損）吉日」のヘラ書きがある。C7 区

SK1 で被爆時の瓦礫とともに出土しており、出土場所からも、被爆時まで誓願寺で使用されていた

ものの可能性が高い。（1003）の鬼瓦にも「菊間　岩忠作」の文字が刻まれている。

　（1008 ～ 1012・1025）は井戸枠瓦である。（1008）の内面にはこすれた様な剥離が多数あり、

井戸で使用した桶が接触してできたものと考えられる。（1009 ～ 1012）の外面には綾杉状の刻み

目が施されている。

　（1019）は「井桁に菊座橘」の紋が施された軒丸瓦であるが、井桁が通常の位置より 45 度ずれ

ている。（1022）は「堺下田弥三（郎）」の刻印があり、時期は 1682 年から 1724 年のものと考

えられる。本遺跡から確認できた近世瓦のほとんどは菊間産と考えられるが、（1022）は唯一確認

できた堺州瓦である。なお、近代の被爆瓦には菊間瓦に加え、「伊豫製瓦組合」名や北條瓦の桟瓦

が多くみられる。
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〇煉瓦

　本遺跡からは建物や排水桝などに使用された煉瓦が多数出土している。その大半は赤煉瓦で、炉

などに使われる耐火煉瓦の出土数は少ない。C5 区 SX1 ～ 4 や C8 区炉跡など、明らかに火を使う

遺構でも赤煉瓦が使用されている。調査で確認した赤煉瓦は特徴的なものを取り上げ、耐火煉瓦は

確認できたものは取り上げた。取り上げた煉瓦のうち、その種類や特徴ごとに選別したものを掲載

する。

　赤煉瓦はすべて手抜き成型によるものである。平手上面にはヘラ等によるナデ調整が、平手下面

には型枠に粘土を詰込んだ際にできたと考えられる、長手方向の筋状の隙間や筋が残る。その大半

は刻印や櫛目などが施されていない無文のものである。（1031・1047・1049・1050）は平手面

に花形に似た「×」または「+」字状の刻印がある。刻印は日本煉瓦のものと似ており、日本煉瓦

製の可能性がある。（1047）と同形状の（1048）も日本煉瓦製の可能性がある。さらに（1049）

には「貮」の刻印が、（1050）には「壹」の刻印がある。（1031・1049・1050）は緩やかに弧を

描いた扇形の、（1047・1048）は台形の異形煉瓦である。（1040・1041・1042・1043）には「０」

の刻印があり、（1027・1029）には不明刻印があり、いずれの生産者も不明である。（1026・

1038・1038）は胎土などの特徴から広島県安芸津産の煉瓦と考えられる。

　（1028・1030・1032・1037・1044・1045・1046）は耐火煉瓦である。（1028）には「三石

耐火加藤合資会社」及び「匚」字状の刻印がある。小口面は台形で炉のアーチ部分などに使用する

異形煉瓦と考えられる。（1032）には「三石窯業株式会社」の、（1044・1045）には「三石耐火

煉瓦株式会社製」の刻印がある。三石の刻印があるものは岡山県三石地方（岡山県備前市）で作ら

れたものである。（1030・1037・1046）には「SHINAGAWA」の刻印があり、品川白煉瓦株式会

社製である。　

〇タイル

　タイルの出土分布は主に材木町筋に接する区画（A3・B3・C1 ～ 3 区）と銭湯跡（C4・5 区）

を中心に出土している。銭湯跡で出土したものを除き、大半は被爆後の整地土層から出土しており、

表面は被熱のため荒れているものが多いことから、その多くは被爆時の建物等で使用されていたも

のと考えられる。種類は、瀬戸本業焼敷瓦や湿式製法の国産タイル、乾式製法の国産タイルで、サ

イズは 6 × 6 インチのものが大半で、4 × 2.3 インチ前後のもの、役物タイル・モザイクタイル等

がある。表面の文様表現については、単彩レリーフ・多彩レリーフ・チューブライニング・無地・

型紙使用等がある。このうち製造会社が判明できたものは、淡陶株式会社（現：株式会社 Danto 

Tile）・佐治タイル合資会社・佐藤化粧煉瓦工場・東洋陶器株式会社・日本タイル工業株式会社・

不二見焼合資会社である。

　本業焼敷瓦は掲載しているもの以外にも複数出土している。サイズは 6 × 6 インチのものが大

半であるが、（1079・1120）のように、6 × 6 インチを半分にした三角形状のものもある。タイ

ル側面にはアルミナ等の砂目を確認できる、焼成時の積み方が想定できるものがある。文様は大半

が型紙使用であるが、（1095・1096・1120）のように手書きと考えられるものもある。（1067・
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1117）は表面の模様は本業焼敷瓦と同様の模様であるが、乾式製法で製造されている。裏型には

「YAMAKATSU」の文字が確認できるが、製造会社は不明である。なお、型紙を使用したもののうち、

（1067・1117）のように表面が不明瞭なものがある。焼成時からのものと思われるが、被爆及び

その後の火災による影響により釉薬がにじんだ可能性もある。

　（1109・1110）は 6 × 6 インチの淡彩レリーフタイルである。湿式製法で裏面には 7 条の櫛目

が施されている。社名等はないが珉平焼窯跡出土品及び株式会社 Danto Tile 保管品と比較検討した

結果、淡陶製品と判明した。時期は明治 40 年頃のものと考えられる。（1084・1085）は多彩レリー

フタイル、いわゆるマジョリカタイルで淡陶製品である。裏型は格子に千鳥文様で、時期は明治 41

～ 45 年頃のものと考えられる。なお、裏面にはベンガラで「キ」「ヨ」と書かれているものがあった。

　白タイルはタイルの中では最も多く出土している。その多くは日本タイル工業・佐藤化粧煉瓦の

ものがほとんどで、不二見焼・淡陶製のものは少ない。C5 区 SB1 の浴室で使用されているタイルは、

モルタルで強固に固定されていたため、裏型の状態の良いものが得られなかったが、撤去時の破片

等から、佐藤化粧煉瓦・日本タイル工業製で、昭和 10 年頃のものと想定できた。（1106）は東洋

陶器製の白タイルで、同社製のものはこの 1 点のみ確認している。

〇土管

　出土した土管は、ソケットが鉤の手状で釉薬が施された形状の近代土管（薬引土管）と、ソケッ

トがラッパ上に広がり表面が刷毛目調整された素焼きのもの（素焼土管）のものが出土した。薬引

土管は明治以降に制作された形状ものである。中島地区では、下水道は明治 41 年に工事が着工し、

翌年に竣工している。『広島下水道 75 年史』によると、内径 12 ～ 42 ㎝までは「薬引本焼土管」が、

内径 46 ～ 61 ㎝を「同上土管またはセメント・モルタル」管としたとあり、土管においては薬引

土管のみが使用されたこととなっている。このため薬引土管は少なくとも明治 41 年以降のものと

考えられる。

　薬引土管の釉薬はマンガン釉で、その製作技法等特徴は常滑産と同様と考えられるが、胎土は常

滑産とは異なっており、広島近辺で作られた可能性がある 6）。（1123）は材木町筋の道路地下に敷

設された下水道本管である。継ぎ手部には「〇に荻」の刻印があり、継ぎ手はモルタルで丁寧に接

合されている。（1122・1131）は塩釉の可能性がある。（1122）の内面には機械成型と考えられ

るリング状の痕跡が観察できる。

　素焼土管は内面にタタラ成形と考えられる粘土接合痕跡があり、表面は細かな刷毛目調整を持つ

など、近世土管的な特徴を持つ。ただし、これらの素焼土管は各住居からのびる支管として薬引土

管と併用して使用されており、その時期や産地は不明である。（1128）は備前焼の土管で、1 点の

み出土している。

　

〇その他出土物

　土人形・石製品・骨製品・樹脂製品等を、その他出土物として掲載する。

　（1141）は陶製の「のらくろ」人形である。背面には「グリコ」の刻印があり、グリコのおまけ
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である。本来は彩色のあるものであるが、わずかにその痕跡が残るのみである。時期は昭和 6 年

から 17 年のものと考えられる 7）。（1143）は樹脂製の三角定規で被爆遺物である。表面には「ワダ」

の文字が 2 か所に刻まれている。（1142・1143）は鉄筋コンクリート製のマンホールで、戦時中

に使用されたものと考えられる。（1147）は硯で、裏面には「初三　今中圭介」「二年　今中圭介」

の文字が刻まれている。沖本邸（旧今中邸・A3 区 SB1・A4 区 SB1）の住人であった今中圭介氏の

ものであり、記名された被爆出土物のうち、所有者が特定できた唯一のものである。

〇銭貨

　本遺跡からは中近世・近代の銭貨が多数出土した。このうち遺構や遺構面に伴うものを掲載する。

出土した大半は近世銭貨で、さらにその大半を寛永通宝が占める。他には、祥符通宝・天禧通宝・

皇宋通宝・元豊通宝・永楽通宝・乾隆通宝・光緒通宝 8）・雁首銭がある。近代銭貨は半銭・一銭・

二銭・五銭・小型五銭・十銭硬貨がある。

〇金属製品

　金属製品は近代の工具・機械部品・建物に使用された部品など多数のものが出土している。この

うち使用目的が明らかなものや特徴的なものを図化し、本項目で掲載する。

　近世のものとしては次のものがある。（1359・1360）は木製品（1496）とともに出土した金メッ

キが施されている煙管である。C9 区堀の埋土上層から出土しており、同層から出土した陶磁器か

ら 18c 以降に投棄されたものと考えられる。近世のうち古いものとして（1325・1329 ～ 1330）

がある。（1325）は C1 区 SK14 出土のほぼ完形の鋤先である。（1331）は刃部が縦方向にのびる

登鎌である。いずれも出土遺構面は最下層の G 面で出土しており、1600 年前後のものの可能性が

ある。

　近代のものでは次のものがある。（1302）は風邪薬ラベルの印刷原版である。商品名部分には「鎮

咳　去痰　咳熱散」の文字が、販売者名には「（広）島市堀川町三十八番地　小林※生薬房」の文

字が読み取れる。（1303）はベルリンオリンピック（1936 年）の図柄がデザインされたシガーケー

スの表部分である。（1327）は神戸商業大学端艇部のメダルである。1937 年（昭和 12）の文字

がある。（1353）はメンタームの缶である。攪乱土中のもので、一見すると被爆前のものに見える

が会社名・住所表記から戦後（1950 年以降）のものと判別できる。平和公園内の出土物は、基本

的には被爆前のものであるが、中にはこのようなものも出土する一例としてあげる。

〇木製品

　木製品は西側調査区の墓地部分（A5 ～ 8 区）及びその西側の水路（A8 区 SD2）と、誓願寺北

側の堀（C6 ～ 9 区堀）を中心に出土している。墓地部分の木材の残存状況は、西側の A8 区側に

向かうほど土中の水分が多いためか状態がよい。墓地に使われた桶類のうち、状態の良いものの一

部を取り上げ掲載した。

　（1378 ～ 1380）は A8 区 SD2 の石垣下に設置されていた胴木である。（1378・1379）は北側
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の調査区外へと続くため、調査区側を切断して取り上げた。（1379）は内部に鉄釘が残存しており、

ホゾ穴が複数あけられている。建物の建材を二次利用したものと考えられる。（1392・1393）は

A8 区墓 100 に埋納された携帯仏（念持仏）入りの厨子と厨子入れである。厨子入れは黒漆塗りで、

厨子や仏像の表面には金が残る。

　誓願寺北側の堀からは、漆器・箸・ヘラや下駄等の生活用具類が多数出土している。（1413）は

陶器の表面に黒漆が塗られた陶胎漆器である。表面には金で「抱き茗荷」の家紋が入っている。

（1486）は両面に墨書が記された札である。墨が薄い箇所や磨耗した箇所が多く意味は判然としな

いが、上面にえぐりがあることから荷札と考えられる。

〇石造物等

　西側調査区には淨圓寺の墓地部分があり、被爆後の整地土や資料館建設時の撹乱土中を含め、墓

石等の石造物が多数出土している。墓地部分に残っていた墓石は墓地区画の基礎として転用されて

いるものも多数あった。墓石は収蔵場所の関係から、持ち帰ることはかなわなかったが、墓地の年

代を推測できる情報を持っているため、現地で撮影や拓本等の情報を記録し、実測図は撮影画像か

ら 3D モデルを作成し図化した。

　時代が確認できるもので最も古いものは、A6 区埋土中の（石 10）で、寛文 10 年（1670）の

ものである。年代別では 1600 年代が 3 基、1700 年代が 16 基、1800 年代が 25 基（同一墓石に

重複記載を含む）である。

〇その他被爆遺物等

　本項目で被爆遺物を中心に取り上げるが、それ以前のものでも特徴的なものを含む。

　（他 7・他 112・他 139 の一部・他 222・他 223）はウランガラスであり、紫外線照射による発

光を確認した。

　（他 9 ～ 15）は山縣邸の地下室（穴蔵・A3 区 SK3）から出土した。（他 9）は地下室（穴蔵）の

中層付近の板上から検出した投網の錘である。その位置から棚の存在が想定できる。錘は鉛製で「土

佐岩」と呼ばれる種類である。1 個約 18 ｇで完形 310 個、溶解したものが 43 個分出土した。上

面に位置するものが溶解していたことから、地下室（穴蔵）にありながらも、被爆後の火災で一定

量の熱を受けたと考えられる。（他 11 ～ 15）の瓶類は内容物が残存する瓶である。内容物は科学

分析の結果、植物油・ゴマ・醤油と判明した。

　（他 19）は土製の人形（馬頭部か）であり、後頭部の部分に「ワダ」と刻まれている。（他 72）

の硯の裏面にも、わずかに「ワダ」の文字を読み取ることができる。

　（他 25 ～ 39）は沖本邸（旧今中邸）の地下室（A4 区 SB1 地下室）の床面直上から出土したも

のである。（他 028）のビール瓶には栓があり中身が残存している。他の瓶類にも栓が付着してい

た痕跡があり、もともとは中身がある状態で置かれていたものと考えられる。

　（他 196）は着火剤で、使用後のものである。

　（他 218）は C1 区 SK5 から出土した軟式野球ボール（以下、軟式球）である。初期の軟式球は、
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表面の形状やサイズは製造者によりさまざまであるが、子供が使いやすいように現在のものよりは

総じて小さめに作られている。昭和 13 年（1938）に統一球（直径 70mm）が誕生して以降は各

社とも規格球を製造する。出土品の直径は直径 65mm と小さく昭和 13 年以前に製造されたもの

と考えられる。

　（他 224・他 234）はセルロイドのキューピー人形である。（他 234）は被爆前のものであり、

（他 224）については攪乱土中からの出土であり、時期がはっきりしないが、資料館建設時に下層

のものが攪乱された被爆前のものである可能性がある。

　（他 336 ～ 369）は山迫邸の土坑（D3 区 SK1 等）から出土した瓶類である。山迫邸からは掲載

したもの以外にも多数の牛乳瓶や乳酸菌飲料などの瓶類の破片が出土している。

〇保存処理金属器

　被爆時の建物や家財等に使われていた金属類や、被爆以前の工場で作成されたと考えられる缶詰

や縫い針、用途不明の工具など、多数の金属製品が出土している。このうち状態の良いものや特徴

的なものの保存処理を行った。一部実測報告しているものを含むが本項目で掲載する。

　A9 区を中心に大量の縫い針が出土している。合計でコンテナに 5 箱分の縫い針が出土し、状態

の良いものを保存処理した。バラバラのものもあるが、サイズごとに糸で縛っているものが多く、

針先の焼入れ時の状態のものと考えられる。

　B1 区 SK1 からは大量の釣り針（保 237 ～ 249）が出土した。釣り針は種類ごとに固まっており、

紙で梱包されていた痕跡をもつ。種類はアナゴ・甲イカ・チヌ・キス・袖・キツネ針がある。個人

で持つ量ではないことから、販売または製造過程での何らかの加工を行っていた可能性がある。

　B8 区 SK3（保 337 ～ 360）からは大量の缶類等が出土している。（保 371 ～ 373）は缶の中に

塗料が残っている。いずれも缶詰工場のものが廃棄されたものと考えられる。

　（保 432）は山迫邸の土坑（D3 区 SK1）から出土した三輪車のフロントフォーク及び座席下ま

でのフレーム部分である。

　（保 021・保 552）はゼンマイと歯車を含むことから、置時計や掛け時計などの大型の時計の部

品と考えられる。

注

(1) 広島大学原爆放射能医学研究所・NHK 広島中央放送局 編「広島市原爆爆心地復元市街図」（志水清 編『原爆
爆心地』日本放送出版協会 1969 年　付図）

　 『平和記念公園（爆心地）街並み復元図』中国新聞社  2000 年・国立広島原爆死没者追悼平和祈念館  2012 年
　  修正
　  以下、本文中では「復元地図」として記す。
(2) 東洋経済新報社編『防空壕の実際知識』　1941 年
(3) 米国立公文書館所蔵の米軍撮影写真で、広島平和記念資料館が複写資料（識別コード NARA15-032）を所蔵し
　  ており、実見させていただいた。
(4) 『知新集』文政 5 年（1822）
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(5) 詳細な検討はできなかったが、さらに時期的な細分ができる一群の資料である。
(6) 時間不足のため未調査となったが、常滑市歴史民俗資料館『土管の歴史展』には明治 37 年（1904）に広島県

安芸津に土管工業が創業したとあり、輸送のコストからも近辺で作成された可能性がある。
(7) グリコのおまけのおもちゃ小箱は昭和 4 年（1929）に登場し、昭和 17 年（1942）に一般向けのグリコの製
　  造が中断されている。「のらくろ」は昭和 6 年（1931）から連載されている。
(8) 光緒通宝の発行は 1875 年で、日本では近代にあたるがここでは近世銭貨と併記する。
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第 1 表　遺構観察表

区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

A1 SB1 1 期 A  － SC1 北側平
坦面 2.62

A1 区 SC1 と A1 区 SF1 を含んだ区画。位置から「楠邸」
の敷地にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界

A1 SC1 1 期 A 東西列 [241]
南北列 [86]
高さ [13] 
方形状基礎
   53 × 56 × [16]

2.62 ～ 2.66 
方形状基礎

2.76

東西に延びる列とほぼ直角に曲がって北側に続く列か
らなるコンクリート基礎。南北列の東側には方形状
のコンクリート基礎が位置する。東西列直下の A1 区
SW3 の石列を利用して設置された建物の布基礎と想定
される。方形状の基礎は柱基礎と考えられる。

建物基礎

A1 SF1 1 期 A [244 × 117] 2.57 ～ 2.65 A1 区 SC1 の残存する南北列のコンクリート基礎に沿っ
て西側に広がるモルタル床面。北側は A2 区 SD1 に南
側は資料館本館基礎掘り方に切られる。「楠邸」の土間
にあたり、SC1 より東は一段高い床になると考えられ
る。

土間

A1 SW1 1 期
～ 2 期

A [219] 2.45 ～ 2.51 A1 区 SW3 の南側に隣接して東西に延びる石列。B1 区
SB1 に伴う境界石列、建物の布基礎と想定される。

境界石列・建
物基礎 ?

A1 SW2 1 期
～ 2 期

A [129] 2.51 ～ 2.53 A1 区 SW1 の南側に少し離れて南北に延びる石列。B1
区 SB1 の建物の布基礎と想定される。

建物基礎 ?

A1 SW3 2 期 B? [243] 2.52 ～ 2.6 A1 区 SC1 直下に位置する東西に延びる石列。面は南
を向く。SC1 の基礎構造としての役割もあるが、石材
の上面ラインが平坦であり、SC1 築造前の建物の布基
礎でもあったと想定される。

建物基礎

A1 SW4 2 期 B [229] 2.6 ～ 2.69 A1 区 SW3 の北側に少し離れて南北に延びる石列。西
側は炭による黒色面となる。民家敷地内の土間境の一
段高い床のための基礎と想定される。

建物基礎

A1 SW5 3 期 C 西側石列 [128]
東側石列 204
方形石列 81 × 79

2.37 ～ 2.45 南北に延びる 2 列の石列と東に向けて方形区画になる
石列。土間境の一段高い床のための基礎であると考え
られる。

建物基礎

A1 SD1 4 期 C [64 × 66] × 54 1.7 砂が充満する大型溝状遺構。遺物が少なく、地業痕跡
の可能性が考えられる

地業痕跡 ?

A1 SD2 4 期 D [72 × 172] × 71 1.52 砂が充満する大型の溝状遺構と想定される。地業痕跡
の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

A1 SD3 4 期 E [55 × 230] × 37 1.77 砂が充満した溝状遺構。北は現代の排水パイプ設置溝
に切られ、西側と南側は現代の排水桝下に延びるため
未検出。B1 区 SD2 と同一の遺構と想定される。地業
痕跡の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

A1 SD4 5 期 E [41 ～ 120 × 358]
× 20

1.61 南北に延び、砂が充満した溝状遺構。残存する東壁ラ
インは北半で東にふくらむ。西側は資料館本館基礎掘
り方に切られ、北は現代の排水パイプ下に延びるため
未検出。地業痕跡の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

A1 SK1 2 期 B 長径 120　短径 90
深さ 20

2.29 煉瓦片を中心に瓦礫が充満する楕円形土坑。 廃棄土坑

A1 SK2 3 期 B' 径 65　深さ 20 2.01 真砂土主体の粘土塊で充満する円形土坑。A1 区土管の
埋設溝で切られる。

廃棄土坑

A1 SK3 3 期 C [171 × 71] × 19 2.04 真砂土と瓦が充満する方形土坑。西から南にかけて資
料館本館基礎掘り方により切られる。概ね真砂土の下
から瓦が出土。

廃棄土坑

A1 SK4 4 期 D 145 × [39] × 12 1.94 砂が充満する方形土坑。遺物も見られず、地業の痕跡
の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

A1 SK5 4 期 D 24 × [104] × 15 1.92 砂が充満する溝状土坑。遺物なし。A1 区 SK4 と同時
期に形成されたものと考えられるが、地業痕跡とも想
定しにくく、用途不明。

用途不明
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

A1 SK6 6 期 E 長径 [49]   短径 [35]
深さ 21

1.75 貝殻が廃棄された楕円形土坑。 廃棄土坑

A1 桝 1 1 期 A 85 × 87 × [34] 2.28 煉瓦桝。内面底部中心にモルタル塗布。接続する土管
は無いが、東西壁上面に土管設置痕を確認したため、
A2 区 SD1 の土管が付属していたものと想定される。
桝底部 4 ～ 5 段が残存し、SD1 で残存する土管の上面
レベルから戦後に設置された下水施設と考えられる。

戦後の下水桝

A1 土管 1 1 期
～ 2 期

－ [253] 東端 2.15
西端 2.07

A1 区 SW1 の南側に位置し、東西に延びる土管列。西
側は資料館本館基礎掘り方によって切られ、東は調査
範囲外へ延びる。

下水管

A1 P1 3 期 C 長径 45　短径 30
深さ 10

2.17 瓦片が充満する楕円形ピット。 廃棄ピット

A1 P2 3 期 C 径 45　深さ 18 2.1 瓦片・煉瓦片・漆喰が充満する円形ピット。 廃棄ピット
A1 P3 4 期 D 長径 41　短径 20

深さ 8
1.99 砂が充満する長円形ピット。遺物なし。 用途不明

A1 P4 4 期 D 長径 41　短径 30
深さ 6

2.04 真砂土や赤土が入る楕円形土坑。東側は現代の排水桝
掘り方により切られる。遺物なし。

用途不明

A2 SD1 1 期 － [621] × 34 ～ 70
× [15] 
土管 [195]

溝状遺構底面
2.47

土管
　西端 2.68
　東端 2.66

三和土で形成された東西に延びる溝状遺構。東端は A1
区桝まで続き、西端は攪乱されているが、現代の排水
パイプ溝によって切られると想定される。中央付近に
土管が残存。残存する土管の上面レベルは近接する材
木町筋道路のレベルとほぼ同じため、同時期のもので
はなく戦後、設置されたものと考えられる。

戦後の土管設
置溝

A2 SD2 1 期
～ 3 期

－ 溝状遺構 [92 × 96
× 140]

溝状遺構底面
0.95

土管 1.36

材木町筋道路下層に南北に延びる大型土管列とその設
置溝。土管同士の接続部にはモルタルが塗布されてい
る。C3 区 SD5 に対応すると考えられる。

下水本管及び
設置溝

A3 SB1
東

1 期 A・B 433 × [365] 2.63 A3 区 SC1 で囲まれた範囲で中央の南北列から東側と
A3 区 SD1 の西側にあたる建物跡。位置から「沖本邸（旧
今中邸）」の敷地にあたる。建物は写真等から洋風二階
建て建物であったことが判明している。

民家敷地とそ
の境界・建物
基礎

A3 SB1
西

1 期 A 577 × [404] 2.59 A3 区 SC1 で囲まれた範囲のうち中央の南北列から西
側にあたる建物跡。全面に焼土や炭を検出。位置から

「沖本邸（旧今中邸）」の敷地にあたる。証言から SB1
東から続く座敷が二間あった建物であったことが判明
している。

民家敷地とそ
の境界・建物
基礎

A3 SB2 1 期 A 2880 × [300] 2.63 東は A3 区 SD1、南は A3 区 SW1 及び A4 区 SF2・A5
区 SF1 の南端、西は A5 区 SW1 に囲まれ、北側調査範
囲外へ広がる区画。南のラインは A4 区 S Ｋ 3・4 付近
で南側に屈曲する。大量の焼土や炭を検出。位置から「山
縣邸」の敷地にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界

A3 SC1 1 期 A 東西列 [1026]
南北列　 東 [201]
　　 　中央 [239]
　　　　 西 [284]

東西列 2.67 
南北列
　　東   2.6
　中央 2.67
　　西 2.54

西石材 2.65

北西－南東ラインで延びる列（東西列）と北東－南西
ラインで延びる 3 列（南北列）からなるコンクリート
基礎。A3 区 SB1 建物の布基礎であると考えられる。

建物基礎

A3 SF1 1 期 A 東西 342
南北 [325]
の範囲で確認

北側 2.6
南側 2.59

A3 区 SB1 東に伴うモルタル床面。SB1 東の床面ほぼ
全域で検出した。南側には東西軸に合わせた細い溝と
何かの立ち上がりの痕跡が検出された。そこを境に北
側は三和土の上に、南側は煉瓦積の構造物上にモルタ
ルを塗っている。商用スペースの土間にあたると想定
される。

土間
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

A3 SF2 1 期 A [129 × 225] 2.65 A3 区 SB1 西の北東側の一角に位置するモルタル床面。
攪乱により不定形になっているが、本来は長方形の区
画であったと想定される。被熱により赤化した箇所や
炭により黒い箇所がある。モルタル床面は SB1 西の土
間、それ以外のスペースが座敷を含む床上になってい
たものと考えられる。

土間

A3 SF3 1 期 A 東西 [270]
南北 [162]
の範囲で確認

2.71 A3 区 SB2 の東側に位置するモルタル床面。被熱によ
り赤化した箇所や炭により黒い箇所がある。北側は調
査範囲外へ広がり、中央と南側は東西に延びる現代の
排水パイプ溝によって切られる。A3 区 SB2 の土間に
あたると想定される。

土間

A3 SW1 1 期
～ 2 期

～ A 南列 [982] 
北列 [174]

南列
2.35 ～ 2.43 
北列
2.59 ～ 2.68

概ね東西に断続的に延びる石列。A3 区 SC1 が載る南
列と A3 区 SX1 の北西に隣接する北列を検出した。北
列は面を南に、南列は北に向ける。本遺構は境界石列で、
南列は SC1 の基礎、北列は A3 区 SB2 建物の布基礎を
兼ねていたと想定される。南列については石材の上面
レベルが北列より一段低いため、A3 区 SB1 より以前
の民家境界である可能性も考えられる。

境界石列・建
物基礎

A3 SW2 4 期
～ 5 期

D 西列 [213]
東列 [150] 
溝状遺構 17 ～ 24
× [218] × 11

西列
2.23 ～ 2.31
東列
2.09 ～ 2.16 
溝状遺構　
　北端 2.14
　南端 2.02

北東－南西方向に延びる溝状遺構内とその西側に断続
的に続く 2 列の石列。石材は本来継続して並んでいた
ものが抜き取られたと想定される。位置から、材木町
筋の道路沿いの民家敷地の境界石列と側溝西側の縁石
列の残存部にあたり、B3 区 SW3・C3 区 SD4 に対応
すると考えられる。

境界石列・道
路縁石

A3 SW3 6 期 Ｆ [53 × 186] の範囲
で確認

1.95 ～ 2.16 大小の石材 2 ～ 4 石を横に並べ、北東－南西方向に延
びる石列。位置から B3 区 S Ｗ 4 の延長ラインにあた
る遺構であると考えられる。町屋敷地の境界石列及び
道路縁石の攪乱である可能性が考えられる。

境界石列・道
路縁石

A3 SD1 1 期
～ 2 期

A 溝状遺構
 25 × [392] × 16 
方形構造物
 74 × [176] × 17
の範囲で確認
モルタル平坦面
 55 × 146

溝状遺構
　北端 2.46
　南端 2.41 
方形構造物  
　西側レン
   ガ上 2.67
　モルタル平 
　 坦面 2.59

直方体石材を並べて、底をモルタル塗りにした溝状遺
構。北は現代の排水パイプ溝、南は資料館本館基礎掘
り方によって切られる。材木町筋道路の西側に沿って
南北に断続的に延びる。道路の側溝と想定される。また、
A3 区 SB1 の北側に面して煉瓦とモルタル製の方形の
構造物が載る。構造物はゴミ箱置場か小型の防火水槽
置場であると考えられる。

道路側溝

A3 SK1 1 期 A ～ 径 60　深さ 36 2.22 甕を埋置した円形土坑。甕と掘り方の間の埋土に被爆
瓦が入る。戦後、資料館建設前の民家トイレの便槽と
想定される。

便槽

A3 SK2 1 期 A ～ 径 [104]　深さ [6] 2.36 被爆瓦礫が充満する円形土坑。底部を含め北側調査範
囲外へ広がる。戦後、整地時の廃棄土坑と想定される。

廃棄土坑

A3 SK3 1 期 A 129 × 128 × 133 1.12 方形土坑。上部の一部を現代の排水パイプ溝に切られ
る。上層には戦後の整地瓦礫や被爆瓦礫が充満。下層
には炭化した土留板が残存し、一升瓶や漁網の錘が出
土。A3 区 SB2 に伴う地下室（穴蔵）であると想定される。

廃棄土坑・
本来は地下室

（穴蔵）
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

A3 SK4 1 期 C 長方形段
　63 × 40 × 15 
楕円形土坑 
　長径 44
　短径 31
　深さ [34]

最低確認レ
ベル    2.16

A3 区 SD1 の東に隣接する土坑で、地上部から 15cm
程度の位置で長方形の段があり、そこから楕円形に掘
りこまれる。底部は未検出。写真から手押しポンプを
設置した井戸であることが判明。長方形段はポンプの
基台となる石材の設置痕となる。楕円形土坑は標高
2.16 ｍまでは確認したが、1.8 ｍの地点では確認でき
なかった。土管状の管を楕円形土坑に入れ、そこから
先はパイプ状の細い管をつないだ管井戸と想定される。

手押しポンプ
井戸

A3 SK5 2 期 B 長径 132　短径 96
深さ 110

1.09 コンクリート片や瓦礫が入る楕円形土坑。 廃棄土坑

A3 SK6 3 期 C 65 × [32] × 27 2.02 煉瓦や瓦片が入る方形土坑 ? 廃棄土坑

A3 SK7 3 期 C 径 54　深さ 19 2.12 鉄が充満した円形土坑。 廃棄土坑 ?

A3 SK8 3 期 D 73 × 49 × 22 の
範囲で確認

1.87 コンクリート片、漆喰片が入る土坑。西側を A3 区
SC2 に、南側を資料館本館基礎掘り方に切られる。形
状は不明。

廃棄土坑

A3 SK9 3 期 D 長径 182　短径 74
深さ 7

2.01 コンクリート片、漆喰片が入る長円形土坑。北側を A3
区 SC2 の掘り方に切られる。

廃棄土坑

A3 SK10 4 期 D 長径 [287]
短径 169　深さ 39

1.67 砂が充満する広い楕円形土坑。遺物が少なく、地業痕
跡の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

A3 SK11 5 期 E 東西 118
南北 189　深さ 85
の範囲で確認

1.12 砂が充満する不定形土坑。地業痕跡の可能性が考えら
れる。

地業痕跡 ?

A3 SK12 6 期 F 78 × 154 × 15 1.37 砂が充満する浅い方形土坑。地業痕跡の可能性が考え
られる。

地業痕跡 ?

A3 SX1 1 期 A 炭化材検出範囲
[405 × 174]

2.43 ～ 2.47 炭化材や焼土が集中する遺構。形状をとどめるしゃも
じなどの炭化材も出土。A3 区 SB2 に伴う台所の存在
が想定される。

台所 ?

A3 SX2 3 期 － 東西 462　南北 [348]
の範囲で検出 
ブロック状コンクリート
　23 × 58 × 41 
薄い直方体コンクリート
　16 × 66 × 7 
幅広コンクリート
　83 × 50 × 10 
長方形痕跡
　68 × 37 
煉瓦躯体コンクリート　
51 × 50 × [11] 
桝状構造物
　48 × [27 × 7]

ブロック状コン
クリート
2.28 ～ 2.33 
薄い直方体コン
クリート

2.34
幅広コンク
リート 2.34 
煉瓦躯体コン
クリート

2.39
桝状構造物

2.38

コンクリート基礎が配置された面。コンクリートは、
鉄筋 2 本入りの背の高いブロック状の 8 点、比較的低
い直方体の 1 点、鉄筋 4 本入りで上面に長方形の跡が
残る幅広の直方体状の 1 点を検出した。何らかの装置
や機械類を据え付けるための基礎と考えられる。また、
西側には煉瓦躯体コンクリート成形の正方形の構造物
を検出した。柱基礎になると想定される。さらに北に
は煉瓦組モルタル塗の桝状構造物を検出した。本来の
形や性格は想定し得ない。

装置・機械類
基礎 ?

A4 SB1 1 期 A・B [591] × 1084 2.71 東は A4 区 SC1・SW1 に、西は A5 区 SW1 に囲まれた
建物跡。「沖本邸（旧今中邸）」の西側の A3 区 SB1 と
は別棟の主屋に当たる建物であったことが判明してい
る。

民家敷地とそ
の境界・一部
建物基礎

A4 SB1
地下室

1 期 ～ A 413 × [227] ×
149

1.26 A4 区 SB1 に付属する煉瓦躯体モルタル塗りの壁に囲
まれた地下室。床面からビール瓶、簀の子に載った練
炭等が出土。

地下室

A4 SC1 1 期 A 南北列 [209]
東西列 81

モルタル壁
2.8    

煉瓦壁　2.6

モルタル製の薄い壁と煉瓦積みの壁で構成される遺構。
用途は不明だが、A4 区 SB1 建物の境に設置されたも
のと考えられる。

建物境の構造
物
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

A4 SF1 1 期 A 69 × [46] 2.64 A3 区 SB1 の南西に隣接しているモルタル床面。A3 区
SC1 西側南北列南端の石材とさらに西側に位置する直
方体石材との間に位置する。写真から縁側の下の土間
であると考えられる。

縁側下土間

A4 SF2 1 期 A [563 × 56] 2.51 ～ 2.58 A4 区 SK4 の西側に東西に延びるモルタル床面。南側
は現代の排水パイプ溝に切られ、北側は調査範囲外へ
広がる。A3 区 SB2 に伴う土間や通路であると想定さ
れる。

土間・通路

A4 SF3 2 期 － 東西 [381]
南北 [112]
の範囲で確認

2.38 ～ 2.41 A4 区 SW2 の東側から断続的に広がるモルタル床面。
部分的に A4 区地下室・SK1 に、南側は資料館本館基
礎掘り方に切られる。A4 区 SB1 より古い段階の建物
の土間や通路の可能性が想定される。

土間・通路

A4 SW1 1 期 B 南北列 [194]
東西列 [292]

2.44 ～ 2.53 南北方向と東西方向に「Ｌ」字状に延びる石列。A4 区
SB1 の主屋の布基礎であると想定される。

建物基礎

A4 SW2 2 期 － [215] 2.22 ～ 2.39 東西に延びる石列。面は北を向く。東端は A4 区 SK7
に切られる。東端の南東側に直交するラインで直方体
の石材を検出したが、上面レベルからも一連のもので
ある可能性がある。その場合、石列は「Ｌ」字状になる。
A4 区 SB1 より古い段階の建物の布基礎であると想定
される。

建物基礎

A4 SK1 1 期 A ～ 東西 290　南北 [204]
の範囲で確認
深さ　上段 18
　　　下段 32

上段　2.51
下段　2.38
魚だまり 2.1

主にモルタル製の不定形な浅い土坑状遺構。北東側上
段とそれ以外の下段に分かれ、下段東側の底には陶器
鉢が埋置されている。池の下部構造で、鉢は魚だまり
にあたる。

池の下部構造

A4 SK2 1 期 A 33 × 51 × 9 2.33 A4 区 SW1 の南に近接する浅い不定形土坑。位置から
A4 区 SB1 の柱礎石の抜き取り痕か ?

建物柱抜き取
り痕 ?

A4 SK3 2 期 A 掘り方径 62
甕径 52
深さ 37

2.14 甕を埋置した円形土坑。便槽であると想定されるが、
被爆瓦礫が含まれないことから、被爆時には廃絶し、
A4 区 SK4 が造られたと考えられる。

便槽

A4 SK4 1 期 A 掘り方径 72
甕径 56
深さ 40
石材間 73

2.08
石材
2.56 ～ 2.62

甕を埋置した円形土坑。南側は現代の排水パイプ溝で
切られ、北側は調査範囲外へ延びる。甕は三和土を使
用して固定する。口縁部に粘土で漏斗状の構造物を造
り、面には漆喰を塗布している。甕を挟むように直方
体状の石材を平行に配置する。下層には炭化物が多く、
上層には被爆瓦礫が充満する。

便槽

A4 SK5 2 期 Ｂ 方形区画 [65 × 30]
甕径 54
方形区画からの深さ
　60

2.01 甕を埋置した円形土坑とそれを囲む煉瓦、モルタル製
の方形区画。甕口縁部にモルタル製の漏斗状の構造物
を付けている。便槽であると想定される。

便槽

A4 SK6 2 期 B 長径 103　短径 77
深さ 29

1.97 煉瓦、瓦礫が充満する楕円形土坑。 廃棄土坑

A4 SK7 2 期 B 125 × 157 × 88 1.46 大きめの角礫が充満する歪な方形土坑。陶磁器片入る。
下層壁面を穿ち木管の木質が残存する。本来は何らか
の水利施設の可能性がある。

廃棄土坑・
本来は水利施
設

A4 SK8 3 期 B
～ C

137 × [45] × 37 1.87 瓦礫が入る方形土坑。南側は現代の排水パイプ溝で切
られる。

廃棄土坑

A4 SK9 1 期 B 方形区画
　[122 × 160]
甕径 40
方形区画からの深さ
　54

石材上
2.3 ～ 2.39
煉瓦上　2.6
コンクリート上

2.61
甕底　 1.84

甕を埋置した円形土坑とそれを囲む石材の方形区画。
円形土坑は便槽で、方形区画は便所基礎にあたると考
えられる。

便槽・便所基
礎
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

A4 SK10 2 期 C [89 × 149] の範囲
で確認　深さ 12.5

上段 2.28
下段 2.2

モルタル製の浅い土坑状遺構。壁はカーブを描いて不
定形に続き、北側が一段高くなる。A4 区 SK1 以前の
池の下部構造と考えられる。

池の下部構造

A4 SK11 3 期 C 径 61　深さ 36 1.98 瓦礫が入る円形土坑。南側は現代の排水パイプ溝で切
られる。近接する A4 区 SK3・4 が便槽であることか
ら便槽埋置土坑である可能性が考えられる。

廃棄土坑・
本来は便槽埋
置土坑

A4 SK12 3 期 C 径 56　深さ 35 1.99 瓦礫が入る円形土坑。南側は現代の排水パイプ溝で切
られる。近接する A4 区 SK3・4 が便槽であることか
ら便槽埋置土坑である可能性が考えられる。

廃棄土坑・
本来は便槽埋
置土坑

A4 SK13 3 期 D 長径 155　短径 133
深さ 84

1.15 煉瓦を含む瓦礫が充満する楕円形土坑。 廃棄土坑

A4 SK14 3 期 D 147 × 110 × 89 1.11 煉瓦を含む瓦礫が充満する方形土坑。 廃棄土坑
A4 SK15 4 期 D 長径 51　短径 39

深さ 18
1.95 煉瓦片、陶磁器入る楕円形土坑。 廃棄土坑

A4 SK16 4 期 D 長径 85　短径 70
深さ 18

1.97 砂が充満する楕円形土坑。遺物が少なく地業痕跡の可
能性が考えられる。

地業痕跡 ?

A4 SK17 4 期 D 長径 76　短径 56
深さ 38

1.64 瓦が充満する楕円形土坑。 廃棄土坑

A4 SK18 4 期 D 長径 64　短径 44
深さ 20

1.74 瓦と煉瓦が充満する長円形土坑。 廃棄土坑

A4 SK19 4 期 D 140 × [25] × 27 1.89 貝殻が充満する方形土坑。 廃棄土坑
A4 SK20 4 期 E

～ F
径 [148]　深さ 25 1.47 瓦、礫が充満する円形土坑。A4 区 SK24 に切られる。

桟瓦あり。
廃棄土坑

A4 SK21 5 期 E
～ F

径 45　深さ 20 1.57 円形土坑。 用途不明

A4 SK22 6 期 E
～ F

径 71　深さ 14 1.61 貝殻が充満する円形土坑。北側は現代の排水パイプ下
のため未確認。貝はほぼアサリ。

廃棄土坑

A4 SK23 4 期 E
～ F

61 × 68 × 11 1.85 上層に貝殻が、下層に瓦、陶磁器片が充満する方形土坑。廃棄土坑

A4 SK24 4 期 E
～ F

217 × 204 × [83] 1.06 砂が充満する方形土坑。底部は水が湧いたため未確認。
ガラス瓶出土。特徴や規模から地業痕跡の可能性が考
えられる。

地業痕跡 ?

A4 SX1 1 期 － モルタル床面
　[105 × 81] 
三和土面
　上段 [132] × [65]
　下段 104 × [70]

モルタル床面
2.41

三和土面
上段 2.17
下段 1.98

モルタル床面とその北側に広がる段差のある三和土面
で構成される遺構。位置、形状、証言からＡ 3・4 区
SB1 に伴う風呂であると想定され、モルタル床面は浴
室、三和土面は焚き場であると考えられる。

浴室

A4 桝 1 1 期 A 51 × 51 × [48] 2.19 北に A4 区土管 1・2 が、東に土管 3 が、南に土管 4
が接続する煉瓦桝。西側にも土管が接続するが続く土
管が消失している。

下水桝

A4 桝 2 2 期 B 27 × 37 × 25 
モルタル溝
　[23] × 7 × 7.7

2.12
モルタル溝

2.3

煉瓦組モルタル塗りの桝。東側上部にモルタル溝が設
けられており、A4 区 SF3 につながる。桝内には南側
に A4 区土管 7 が接続するが、A4 区地下室により切ら
れる。A4 区 SF3 床面の排水溝からつながる桝であっ
たと考えられる。

排水桝

A4 桝 3 2 期 B 42 × [14] × 36 
接続土管 [35]

2.36
土管

南端 2.49
北端 2.48

黒色煉瓦にモルタルを塗った桝。北側は調査範囲外に
続く。南側に小土管が接続する。

下水桝

A4 土管 1 1 期 － [112] 北端 2.6
南端 2.59

A4 区桝 1 に付属し、北に延びて現代の排水パイプ溝
に切られる土管列。

下水管
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

A4 土管 2 1 期 － [84] 北端 2.57
南端 2.56

A4 区桝 1 に付属し、北に延びて現代の排水パイプ溝
に切られる土管列。土管の破損が著しい。

下水管

A4 土管 3 1 期 － 51 西端 2.44
東端 2.69

A4 区桝 1 に付属し、東に延びて A4 区 SK1 の排水口
に接続する土管列。A4 区 SK1 の排水口からはクラン
ク状に曲がった土管を垂直方向に接続する。

下水管

A4 土管 4 1 期 － [47] 北端 2.37
南端 2.35

A4 区桝 1 に付属し、南に延びて攪乱瓦礫と資料館本
館基礎掘り方に切られる土管列。

下水管

A4 土管 5 2 期 － [151] 2.44 東西方向に延びる土管列。西は現代の排水パイプ溝に
切られ、東は調査範囲外へ延びる。A4 区 SF2 の下層
に位置するが、三和土層が 2 層、間に入ることから時
期差があるものと想定される。

下水管

A4 土管 6 1 期 － [127] 2.37 東西方向に延びる土管列。西は現代の排水パイプ溝に
切られ、東は調査範囲外へ延びる。A4 区 SF2 の下層
に位置し、A4 区土管 5 と異なり、間に三和土層が入
らない。

下水管

A4 土管 7 2 期 － [ 35] 北端 2.32
南端 2.27

A4 区桝 2 に付属し、南北方向に延びる土管列。A4 区
地下室により切られる。

下水管

A5 SF1 1 期 A [454] × [52] 2.5 炭層の下にある堅緻な面。焼土検出。モルタル床面で
はないが、A3 区 SB2 外の物置の可能性が考えられる。

通路・裏庭

A5 SW1 1 期
～ 4 期

A 東側石列 [333] 
西側石列 [427]
※いずれも断続的
に続くものの最長
値

東側
上段石列 2.49
下段石列 2.08
西側
上段コンクリート壁

 2.84
下段石列 2.08

下段に 2 列の石列。上段は西側がコンクリート、東側
が石列上をモルタルで被覆。

墓地と民家の
境界石列・東
側は建物基礎
兼用の可能性
あり

A5 SW2 4 期 D' [246] 2.09 東西方向に並ぶ石列。A5 区 SW1 の最下部との組み合
わせると方形になるため建物基礎になるか。

建物基礎 ?

A5 SD1 2 期 Ｂ [18 ～ 54] × [276]
× [12]

2.08 土管が埋設された溝。上層は炭を充填し、一部煉瓦を
設置する。

土管埋設溝

A5 SK1 1 期 A 長径 119　短径 74
深さ [19]

2.09 楕円形土坑。底面に炭、上面に真砂土検出。戦後改葬
時の廃棄土坑。

廃棄土坑

A5 SK2 2 期 B 長径 [45]　短径 59
深さ [8]

1.96 石材を両端に設置した楕円形土坑。土坑内に炭化物充
満。

トイレ関連土
坑 ?

A5 SK3 2 期 B 径 [40]　深さ [12] 2.08 石材の入る円形土坑。ほとんど削平されており用途不
明。

用途不明

A5 SK4 2 期 B 径 35　深さ [12] 1.99 円形土坑。 用途不明
A5 SK5 2 期 B 長径 119　短径 67

深さ 42
1.64 楕円形土坑。 用途不明

A5 SK6 3 期 B 径 [48]　深さ [25] 2.03 埋設された甕下部が残存。 便槽
A5 SK7 2 期 Ｂ 径 45　深さ 20 1.9 桶を埋設した施設。簡易な下水桝と想定される。 下水桝
A5 SK8 4 期 C? 260 × [195] × [23] 1.67 砂が充満した浅い方形土坑。 用途不明・地

業の一環か ?
A5 SK9 4 期 C? 長径 114　短径 87

深さ 51
1.63 楕円形土坑。瓦や粘土が若干入る。 廃棄土坑

A5 SX1 1 期 C? [401] ×［364］ 1.6 ～ 1.9 戦後改葬時の攪乱。墓地施設の抜き取り・攪乱痕跡が
残る。

改葬痕跡

A5 SX2 4 期 C? 土坑長径 [32]　短
径 [27]　深さ [8]

1.83 埋設された甕底が残存。赤土やモルタル片、石材充満。
周辺にも赤土が敷かれる。

トイレ便槽の
痕跡

A6 SK1 1 期 B 42 × 48 × 3 2.17 真砂土が充満した浅い土坑。A6 区墓 6 に伴うもので
お参り用の化粧土 ?

墓地施設遺構
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A6 SK2 1 期 B 46 × 56 × 6 1.93 真砂土が充満した浅い土坑。A6 区墓 1 に伴うもので
お参り用の化粧土 ?

墓地施設遺構

A6 SK3 2 期 B 径 55　深さ 15 1.93 松の葉・松ぼっくりが底に検出される土坑。 用途不明土坑
A6 SK4 3 期 B

～ C
[37 × 21 × 7] 1.95 石片が充満する土坑。納骨用土坑を墓の新造や改葬に

伴い廃絶した痕跡の可能性もある。
廃棄土坑

A6 SK5 3 期 － 径 [74]　深さ [16] 1.76 瓦片や石材が入る土坑。納骨用土坑を墓の新造や改葬
に伴い廃絶した痕跡の可能性もある。

廃棄土坑

A6 SK6 3 期 B 71 × 59 × 87 1.22 石片が充満する土坑。納骨用土坑を墓の新造や改葬に
伴い廃絶した痕跡の可能性もある。

廃棄土坑

A6 SK7 3 期 B 長径 52　短径 31
深さ不明

最下層石材上面
　2.09

石片が充満する土坑。納骨用土坑を墓の新造や改葬に
伴い廃絶した痕跡か ?　未完掘。

廃棄土坑

A6 P1 1 期 A 径 54　深さ 34　 1.91 下層にバラスが充満するピット。 墓 地 施 設 遺
構 ?

A6 P2 1 期 B 径 30　深さ [12] 1.95 真砂土が充満するピット。A6 区墓 8 に伴う花生の埋
設ピット。

墓地施設遺構

A6 SX1 1 期 A 474 × 115 1.8 ～ 2.2 戦後改葬時の攪乱。墓地施設の抜き取り・攪乱痕跡が
残る。

改葬痕跡

A7 SX1 1 期 A 224 × 92 1.8 ～ 2.2 戦後改葬時の攪乱。墓地施設の抜き取り・攪乱痕跡が
残る。

改葬痕跡

A8 SW1 1 期
～ 5 期

A 上段 [930]
下段 [329] 
高さ 153　

上段
2.67 ～ 2.19 
下段
1.72 ～ 1.95

上段、下段からなる石垣。築造時期は下段と上段で異
なる。

寺院内区画石
垣・水路構成
石垣

A8 SD1 1 期 A 34 × [169] × 20 2.13 内部に土管が設置される溝。 土管設置溝
A8 SD2 3 期

～ 5 期
B'? 東側石垣南北 [573]

西側石垣南北 [405]
東西幅　北端 107
　　　　南端 98

北端 0.96
中央 0.92
南端 0.82

東西 2 列の石垣による水路跡。東側石垣の下に 3 列の
胴木が設置される。A10 区 SW2 と B10 区 SW4 によ
る水路へ続くものと想定される。

水路

A8 SK1 1 期 A 205 × 224 × 66 1.38 瓦礫が詰まる方形土坑。戦前の航空写真で樹木が写っ
ているので、改葬や資料館建設時にその根を掘り返し
た跡か ?

戦後の整地時
の土坑

A8 SK2 2 期 C 長径 72　短径 47
深さ [23]

1.44 石片が充満した楕円形土坑。納骨用土坑を墓の新造や
改葬に伴い廃絶した痕跡の可能性もある。

廃棄土坑

A8 SK3 3 期 C 径 50　深さ [23] 1.55 ラムネ瓶などガラス片入る土坑。陶器片、漆喰付きの
瓦出土。A8 区墓 21 直下。

廃棄土坑

A8 SK4 3 期 B' 長径 156　短径 102
深さ [15]

1.8 炭土の詰まった楕円形土坑。縫い針の塊出土。 針工場の廃棄
土坑

A8 SK5 2 期 B 長径 112　短径 80
深さ 43

1.73 瓦礫の詰まった楕円形土坑。底から骨壺が出土したが、
下層の墓のもの。納骨用土坑を墓の新造や改葬に伴い
廃絶した痕跡の可能性もある。

廃棄土坑

A8 SK6 3 期 B 48 × 34 × 20 1.92 陶磁器の入った方形土坑。納骨用土坑を墓の新造や改
葬に伴い廃絶した痕跡の可能性もある。

廃棄土坑

A8 SK7 3 期 B 82 × 64 × 54 中段 1.38
下段 1.24

石材ガラの入った方形土坑。A8 区炉跡 1 の廃絶時の
廃棄土坑と想定される。

廃棄土坑

A8 SK8 4 期 C 72 × 59 × 32 1.54 瓦の詰まった方形土坑。底部に墓の石材出土。人骨も
検出したが、攪乱によるものと想定される。納骨用土
坑を墓の新造や改葬に伴い廃絶した痕跡の可能性もあ
る。

廃棄土坑

A8 SK9 4 期 C [30] × 55 × [19] 1.68 石片が充満した方形土坑。納骨用土坑を墓の新造や改
葬に伴い廃絶した痕跡の可能性もある。

廃棄土坑

A8 SK10 4 期 C [27 × 21 × 14] 1.76 石片が充満した土坑。納骨用土坑を墓の新造や改葬に
伴い廃絶した痕跡の可能性もある。

廃棄土坑
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A8 SK11 4 期 C 長径 43　短径 [26]
深さ [6]

1.83 円形土坑。底面に炭が薄くたまる。 不明土坑 
墓道にあたる
ため墓ではな
い

A8 SK12 5 期 E 87 × 71 × 23 1.1 A8 区 SW1 際から下にかけてある土器だまり。 石垣築造時の
廃棄土坑

A8 桝 1 1 期 A 内法
　28 × 27 × 36

1.87 煉瓦桝。内部は被爆瓦礫や大量のスレート片で充満。
A8 区桝２へ土管が続き、流れの方向は桝１から桝２へ。

下水桝

A8 桝 2 1 期 A 内法 [10 × 22] ×
48

1.79 煉瓦桝。半壊。内部には被爆瓦礫。 下水桝

A8 炉跡 1 3 期
～ 4 期

B' 径 [136］　深さ［27] 1.7 半円形土坑内に組まれた煉瓦組の炉。周囲は著しく被
熱する。

針工場の炉跡

A8 SX1 1 期 A [291] × 140 × 11 2.02 戦後改葬時の攪乱。墓地施設の抜き取り・攪乱痕跡が
残る。

改葬痕跡

A8 SX2 1 期 A 381 × 57 × 30 1.8 戦後改葬時の攪乱。墓地施設の抜き取り・攪乱痕跡が
残る。

改葬痕跡

A9 SB1 1 期
～ 2 期

A 394 × 415 石列上   2.4
土面     2.37

石列が方形に並ぶ建物基礎。被爆時の炭化材や焼土が
残存。

建物基礎

A9 SB2 3 期 A
～ B

東側石列 [379]
西側石列 [159]
石列両端間 238

東側石列
2.27

西側石列
2.33

南北方向に延びる 2 列の石列のみ検出。本来は東石列
は東方向へ延び方形区画を形成していたものと想定さ
れる。A9 区 SB1 検出面の下の真砂土層での検出。筋
状に真砂土入る。石列はそれぞれ別の建物の布基礎に
あたり、間は小路になっていたと想定される。東側の
建物は「針工場」と想定される。

建物基礎・小
路

A9 SF1 1 期
～ 2 期

A [165] × [22] 2.35 A9 区 SB1 北東隅に残存するモルタル面。三和土面上
にモルタルを被覆している。A9 区 SB1 の小規模な土
間にあたると想定される。

土間

A9 SF2 4 期 C 74 × [72] 1.96 砂鉄が 1 ～ 2cm 堆積する面。 砂鉄面

A9 SD1 1 期
～ 2 期

A [402] × 48 × 8 2.3 A9 区 SB1 石列西側に沿って続く溝。東側は小礫によ
る石列が続く。SB1 軒下の溝か ?

溝

A9 SK1 2 期 A ～ 43 × 49 × 23 2.07 掘り方は方形で底部は円形になる土坑。埋土に被爆瓦
がなく被爆時は埋められていたと想定される。

便所跡か

A9 SK2 1 期
～ 2 期

A ～ 86 × [49] × 61 1.72 方形土坑。半壊。埋土上・中層は被爆瓦礫。下層は被
爆瓦礫を含まないゴミ層になり、遺物の時期からも下
層については、下面の廃棄土坑のものが混入したと想
定される。

廃棄土坑・
本来は地下室

（穴蔵）か

A9 SK3 3 期 B 52 × [42] × 39 1.88 坩堝、針が詰まった楕円形土坑。半壊。 針工場の廃棄
土坑

A9 SK4 3 期 B 長径 73　短径 40
深さ 10

2.06 坩堝、針が詰まった楕円形土坑。 針工場の廃棄
土坑

A9 SK5 3 期 B 34 × [23] × 6 2.13 坩堝が詰まった方形土坑。半壊。 針工場の廃棄
土坑

A9 SK6 3 期 B 37 × [17] × 6 2.14 坩堝が詰まった方形土坑。半壊。 針工場の廃棄
土坑

A9 SK7 4 期 B ～ [82 × 13] × 24 1.89 円形土坑と想定される。半壊。SK3 より古い。 廃棄土坑

A9 SK8 3 期 B ～ 径 56　深さ 29 1.74 円形土坑。破損した甕の上半部を逆位にして壁の一部
としている。甕の掘方から針出土。

廃棄土坑

A9 SK9 3 期 B' ～ 141 × [57] × 26 1.73 方形土坑。半壊。上層は砂、下層は針塊を出土。 針工場の廃棄
土坑
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A9 SK10 3 期 B' ～ 東側土坑
長径 79　短径 [70]
深さ 27 
西側土坑
長径 53　短径 [31]
深さ 20

東側土坑
1.8

西側土坑 
1.85

2 つの楕円形土坑が重なった不定形土坑。針塊を出土。針工場の廃棄
土坑

A9 SK11 3 期 C 長径 207　短径 177
深さ 50

1.5 A9 区 SK9 直下の楕円形土坑。大量の坩堝片出土。 針工場の廃棄
土坑

A9 SK12 4 期 C? 径 49　深さ 15 1.61 円形土坑。A9 区 SK11 に切られる。貝殻出土。 廃棄土坑
A9 SK13 4 期 C ～

D?
[115 × 81] × 30 1.54 方形土坑。半壊。A9 区 SF2 の砂鉄層下から検出。瓦

礫を埋めており、その中に炭片・骨片混じる。
廃棄土坑

A9 SK14 4 期 D 58 × 94 × 15 1.6 浅い方形土坑。真砂土、炭層、焼土混じりの土が入る。廃棄土坑
A9 SK15 4 期 D 長径 [78]　短径 76

深さ 14
1.62 長円形土坑。大量の貝殻が出土。 廃棄土坑

A9 SK16 5 期 D 長径 78　短径 53
深さ 10

1.57 楕円形土坑。貝殻が出土。 廃棄土坑

A10 SW1 2 期 A [248] 2.25 南北方向に延びる石列。南側に対応する石列が検出
されないため、検出範囲が南端になると考えられる。
A10 区 SD1 の西側を構成している。

境界石列・土
管埋設溝

A10 SW2 3 期
～ 5 期

B' [59]　高さ [63] 
A10 区 SW4 との幅
　94

石垣上   2.1
石材底面 

1.5

東西方向へ延びる石垣。B10 区 SW4 と平行に配置さ
れており、A8 区 SD2 へ続くものと想定される。

水路石垣

A10 SD1 2 期 A [41 × 288] × 20 北端 2.12
南端 1.86

南北方向に延びる土管埋設溝。西側は A10 区 SW1 で
構成され、東側は削平されている。

土管埋設溝

A10 SK1 1 期 A ～ 径 45　深さ [30] 2.04 鉢を埋設した土坑。被爆瓦礫入る。 便槽
A10 SK2 2 期 B 径 53　深さ [29] 1.94 真砂土面での検出。 便所跡
A10 SK3 4 期 C [42] × 101 × 35 1.53 砂の詰まった方形土坑。半壊。下層からは多量の平瓦

破片出土。
廃棄土坑

A10 SK4 5 期 D ～
D'?

径 79　深さ [30] 1.31 甕を埋設し、粘土枠を設置した土坑。炭や瓦礫出土。
本来は便槽と想定される。

廃棄土坑・
本来は便槽

B1 SB1 1 期 
～ 2 期

－ 東西 [244] 南北 470
の範囲で A1 区 SW1
と B1 区 SW1 を確認

B1 区 SW1
北側平坦面

 2.5

北の A1 区 SW1 と南の B1 区 SW1 に挟まれた区画。
東は調査範囲外へ延び、西は材木町筋の道路東端にあ
たる B2 区 SW3 を北に延長したラインまで続くものと
考えられる。位置から「胡堂衣料品店」の敷地にあた
ると想定される。

民家敷地とそ
の境界

B1 SB2 1 期 
～ 2 期

－ 東西 [1037]　南北
1340 の範囲で確認

B1 区 SW2
南側平坦面

2.49
B2 区 SW3
東側平坦面

2.43
C1 区 SW3
北側平坦面

2.43

北は B1 区 SW2、南は C1 区 SW3、西は B2 区 SW3・
C2 区 SD1 に囲まれた区画。東は調査範囲外へ延びる。
位置から「竹内歯科医院」の敷地にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界

B1 SB3 3 期
～ 4 期

－ 東西 [302] 南北 681
の範囲で確認

B1 区 SW9
北側平坦面

2.32
B1 区 SW12
南側平坦面

2.08

北は B1 区 SW12 の南側から、南は B1 区 SW9、西は
B2 区 SW3 に伴う区画。東は調査範囲外へ延びる。

民家敷地とそ
の境界

B1 SW1 1 期
～ 2 期

A
～ B

[235] 2.43 ～ 2.5 B1 区 SW2 の北側に隣接して東西に延びる石列。B1 区
SB1 の南側境界にあたり、建物の布基礎も兼ねていた
と考えられる。

境界石列・建
物基礎も含ま
れるか ?
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B1 SW2 1 期
～ 2 期

A [312] 2.4 ～ 2.5 B1 区 SW1 の南側に隣接して東西に延びる石列。B1 区
SB2 の北側境界にあたり、建物の布基礎も兼ねていた
と考えられる。

境界石列・建
物基礎も含ま
れるか ?

B1 SW3 1 期
～ 2 期

A [293]
2 列箇所幅  51

2.57 ～ 2.64 東西に延びる石列で面は南を向くが、西端では北面の
凹凸に組み合わせるように 2 石を配置して 2 列になっ
ている。石材の規模や上面ラインから B1 区 SB2 に伴
う何らかの建物の布基礎であると考えられる。

建物基礎

B1 SW4 1 期
～ 2 期

A [188] 2.6 ～ 2.69 東西に延びる石列で下段に大きめの石材を並べ、上段
には小石材、煉瓦、三和土で面を形成している。西側
は資料館本館基礎掘り方で切られる。東側の石材が抜
けているが、段状に石材設置痕跡が見られるため、東
側調査範囲外へ延びると考えられる。B1 区 SW5 との
間に土管設置溝を形成する。

土管埋設溝構
成石列

B1 SW5 1 期
～ 2 期

A [230]
2 列箇所幅  37

2.6 ～ 2.7 東西に断続的に延びる石列で西側に直方体の石材を 3
石並べ、そのうち 1 石には南側に控えの石材を粘土で
密着させ、2 列にしている。面は北を向く。東側は調
査範囲外に延び、西側は資料館本館基礎掘り方で切ら
れる。B1 区 SW4 との間に土管設置溝を形成する。

土管埋設溝構
成石列

B1 SW6 1 期
～ 2 期

B ～ [216] 2.39 ～ 2.47 東西に延びる石列。面は南を向き、比較的小さめの石
材を使用している。東側は調査範囲外に延び、西側は
資料館本館基礎掘り方で切られる。B1 区 SD1 を B1 区
SW3 との間で形成するが SW3 のレベルより一段下が
る。元々の段差なのか、石材が抜き取られた結果なの
かは確認し得なかった。

溝状遺構構成
石列

B1 SW7 3 期 Ｃ [179] 2.46 ～ 2.54 東西に延びる比較的小さな石材で形成された石列。小
規模な建物や構造物の基礎である可能性が考えられる。

建物基礎

B1 SW8 3 期 Ｃ [232] 2.45 ～ 2.47 東西に延びる石列で面は北を向く。東側は調査範囲外
に延び、西側は資料館本館基礎掘り方で切られる。小
石材によって裏込めが施されるが東側が顕著。C1 区
SB1 の北側境界にあたり、建物の布基礎も兼ねていた
と考えられる。

境界石列・建
物基礎

B1 SW9 3 期 Ｃ [169] 2.32 ～ 2.44 B1 区 SW8 の北側に隣接し、東西に延びる石列。B1 区
SB3 の南側境界石列であると想定される。

境界石列

B1 SW10 3 期
～ 4 期

C [101] 2.23 ～ 2.29 東西に短く延びる石列。北側には浅い方形土坑を検出。
同一面上の南側で炭が入った火鉢が、北側で銭貨と鉄
製箸が出土。周囲に作業用の土間が形成され、本遺構
は何らかの構造物の基礎であったと想定される。

土間構造物基
礎

B1 SW11 4 期
～ 5 期

D 北列 [35]
南列 [199] 
2 列箇所幅  59

北列 2.21
南列
2.16 ～ 2.23

B1 区 SW8 の下から検出した東西に延びる石列。1 石
のみ残存する北列は B1 区 SW9 の下層石材、南列は
C1 区 SB3 の北端にあたると想定される。南列は境界
石列と建物の布基礎を兼ねており、北列は少なくとも
境界石列の基礎であったと考えられる。

境界石列（北
列・南列）・
建物基礎（南
列）

B1 SW12 4 期
～ 5 期

D [245] 2.07 ～ 2.18 B1 区 SW1 の下から検出した東西に延びる石列。面は
南向きである。境界石列であると想定されるが、本来
石列が属する北側区画は他の遺構による削平が激しい
ため想定できなかった。

境界石列

B1 SW13 5 期 E 96 × 102 の範囲で
確認

上部 2.12
底部 1.84

陶磁器等が混じって出土する集石遺構。周囲が砂土を
基調とするため掘り方が明確でなかったが、廃棄土坑
と想定される。

廃棄土坑

B1 SD1 1 期
～ 2 期

A [342 × 41] × 39 東端 2.25
西端 2.17

B1 区 SW6 と SW3 の間の溝状遺構。東側は調査範囲
外に延び、西側は資料館本館基礎掘り方で切られる。
B1 区 SB2 に伴う溝と想定されるが、その性格は明確
にできなかった。

用途不明
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

B1 SD2 4 期 D 97 ～ 145 × [670]
× 49

1.72 南北に延び、砂が充満した溝状遺構。中央東辺で A1
区SD1と合流し、A1区SD3と同一の遺構と想定される。
地業痕跡の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

B1 SD3 4 期 D [266] × 126 × 46 1.63 東西に延び、砂が充満した大型溝状遺構。西側は資料
館本館基礎掘り方で切られる。地業痕跡の可能性が考
えられる。

地業痕跡 ?

B1 SD4 4 期 D [65] × 77 × 30 1.76 東西に延び、砂が充満した大型溝状遺構。地業痕跡の
可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

B1 SD5 4 期 D [249] × 83 × 42 1.68 東西に延び、砂が充満した大型溝状遺構。地業痕跡の
可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

B1 SD6 4 期 D [123] × 143 × 30 1.78 東西に延び、砂が充満した大型溝状遺構。地業痕跡の
可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

B1 SD7 6 期 F [270] × 321 × 36 0.69 東西に延びる砂が充満した溝状遺構。地業痕跡の可能
性が考えられる。

地業痕跡 ?

B1 SK1 1 期 A [179.3] × 118 ×
[24.9]

2.11 炭化した板による枠組みが残る方形土坑。繊維状の
炭化物や大量の釣り針が出土。位置、形状から B1 区
SB2 の半地下式の収納施設であると想定される。

収納施設

B1 SK2 1 期 A 54.4 × 28.8 ×
[28.3]

1.52 陶磁器、ガラス器がおさめられた状態で出土した方形
土坑。B1 区 SK1 内に空襲を避ける目的で埋納された
木箱であると想定される。

空襲退避目的
の埋納木箱

B1 SK3 1 期 A 長径 [153]　短径 107
深さ 32

2.16 大きめの石材と砂で充満する長円形土坑。地業の痕跡
の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

B1 SK4 1 期 A 径 47　深さ 18 2.32 被爆瓦礫入る円形土坑。 廃棄土坑
B1 SK5 3 期 C 径 40　深さ [31] 1.89 口縁、底部を打ちかいて筒状にした甕を埋置した円形

土坑。内面南側に円形パイプ状の粘土が設置されてい
る。甕内上半には陶器や瓦が出土。排水桝であると想
定される。

排水桝

B1 SK6 3 期 C? 90 × 112 × 66 1.5 煉瓦や陶磁器片、ガラス片等が入った方形土坑。形状
や規模から地下室などの廃絶時にゴミを廃棄したもの
と考えられる。

廃棄土坑・地
下室（穴蔵）?

B1 SK7 4 期 D 102 × 86 × 54 1.5 砂が充満した方形土坑。地下室などの廃棄時に地業を
行った痕跡の可能性が考えられる。

地下室（穴蔵）?
・地業痕跡 ?

B1 SK8 4 期 D 径 50　深さ 18 2.02 貝の入った小さな円形土坑。東側は調査範囲外へ続く。廃棄土坑
B1 SK9 6 期 E 49 × 90 × 46 1.48 貝や陶磁器片が入る方形土坑。東側を B1 区 SK7 に切

られる。
廃棄土坑

B1 SK10 6 期 E 長径 [65]　短径 47
深さ 32

1.64 貝や陶器片が入る長円形土坑。 廃棄土坑

B1 SK11 6 期 E 径 91　深さ 24 1.78 砂が充満した円形もしくは楕円形土坑。 用途不明
B1 SK12 5 期 E 70 × [117] × [29] 

甕径 44
1.72 甕を埋設した方形土坑。陶磁器片や魚の骨、炭などが

出土。
便槽

B1 SK13 6 期 E 長径 112　短径 [55]
深さ 14

1.87 貝や陶磁器片が入る楕円形 ? 土坑。北側を B1 区 SD6 に、
西側を B1 区 SK12 に切られる。

廃棄土坑

B1 SK14 6 期 － 長径 95　短径 68
深さ 23

1.4 貝や陶磁器片が入る楕円形土坑。 廃棄土坑

B1 SK15 6 期 F 長径 110　短径 61
深さ 24

1.44 炭まじりの土が入る長円形土坑。 廃棄土坑

B1 SK16 6 期 F 68 × 61 × 28 1.37 砂が充満する方形土坑。 用途不明
B1 P1 2 期 B ～ 長径 37　短径 17

深さ 22
2.1 長円形ピット。磁器が入る。 廃棄土坑

B1 P2 2 期 B' 長径 27　短径 22
深さ 18

2.09 楕円形ピット。位置は B1 区 SB1 の土間にあたる場所
と想定され、何らかの用途を持つものだと考えられる。

用途不明
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

B1 桝 1 1 期
～ 2 期

D 57 × [48 × 19] 2.16 B1 区土管 1 に接続する煉瓦桝。底部のみ残存。底部
は三和土を敷き、外枠を煉瓦で積み上げた桝とするが、
北壁しか残存していない。

下水桝

B1 土管 1 1 期
～ 2 期

－ 西側土管 [25]
東側土管 [81]

西側土管
2.25

東側土管
東端 2.37
西端 2.36

B1 区桝 1 に付属して東西に延びる土管列。東は調査
範囲外へ延び、西は資料館本館基礎掘り方に切られる。
断続して西側と東側に残存するが、桝 1 の破壊時に桝
の接続部の土管が破壊されたものと考えられる。東側
土管の 1 本には小土管が接続する。土管埋設溝内から
破損した古い土管が出土した。

下水管

B2 SW1 1 期～
2 期

A ～ [280] 2.32 ～ 2.4 
モルタル面

2.46

材木町筋道路面の東側で北東－南西方向へ延びる小礫
が並ぶ石列。資料館本館の建設に伴い、上部構造は破
壊されたと考えられる。一部石材上には三和土を敷き、
その上にモルタル面を形成した構造物が検出された。
石列は西側に側溝を形成する民家側の縁石と側溝の基
礎で、モルタル面が側溝の底であると想定される。

民家縁石・
側溝の基礎

B2 SW2 3 期～
4 期

C
～ D

[269] 2.29 ～ 2.33 材木町筋道路面の東側で北東－南西方向へ延びる石列。
南北を資料館本館基礎掘り方に切られる。材木町筋の
道路側の縁石であると想定される。

道路縁石

B2 SW3 3 期～
4 期

C
～ D

[344] 2.29 ～ 2.33 B2 区 SW2 の東側で北東－南西方向へ延びる石列。材
木町筋の民家側の縁石で建物の布基礎を兼ねていたと
想定される。

民家縁石・
建物基礎

B2 SD1 3 期～
4 期

C
～ D

[12 × 202] × 15 北端 2.2
南端 2.15

B2 区 SW2・3 間の溝状遺構。材木町筋の道路側溝で
あると想定される。

道路側溝

B2 SD2 5 期 D [53 × 415] × 15 1.94 北東－南西方向へ延びる溝状遺構。北端に石材を 1 つ
検出。町屋建物の布基礎抜き取り痕跡であると想定さ
れる。

建物基礎抜き
取り痕

B2 SK1 1 期 A 長径 120　短径 [61]
深さ 51 
方形溝
　92 × 74 × 8

1.81 
方形溝 2.34

西側に方形の浅い溝が付属する楕円形土坑。上層に被
爆瓦礫、下層に焼土や炭化材を検出。東側は資料館本
館基礎掘り方に切られる。用途不明だが、木材を使用
した何らかの半地下施設が本来あったものと想定され
る。

廃棄土坑・本
来は半地下施
設

B2 SK2 1 期 A 長径 94　短径 52
深さ 43

2.4 被爆瓦礫が充満する長円形土坑。 廃棄土坑

B3 SB1 1 期 A 東西 1000 前後 2.5 東端が B3 区 SW1 にあたる区画。南北の境界を示す遺
構は資料館本館基礎掘り方に切られる。西も本館掘り
方に切られるが、B4 区 SF1 までの間に境があると考
えられる。位置から「竹田邸（米穀店）」の敷地にあた
ると想定される。

民家敷地とそ
の境界

B3 SF1 1 期 A 東西 [105]  南北 [79]
の範囲で確認

2.38 ～ 2.43 B3 区 SW1 の東側に接しているモルタル床面。B3 区
SB1 に伴う土間であると想定される。

土間

B3 SW1 1 期
～ 2 期

A ～ [122 × 329] 2.47 ～ 2.5 材木町筋道路の西側に位置し、石材を組み合わせて構
成した北東－南西方向に延びる石列及びモルタル面。
概ね 3 種類の列からなり、西列は直方体石材を直線で
配置、中央列は北端に石材で方形区画を造り、南側で
は大きめの板石を敷く。東列は断続的にモルタル面が
残る。B3 区 SB1 に伴う建物内の土間の施設と考えら
れる。

土間・建物基
礎もしくは壁
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

B3 SW2 1 期 － 97 × 117 の範囲で
確認

2.3 ～ 2.38 B3 区 SW1 の下に位置する石列。東側に面をそろえる
石列を中心に、その石列東端上の小礫列と西側の 3 個
の石材からなる列で構成される。西側のものは SW1
西列の石材下に位置するが、おおむね SW1 の石材の
ない三和土面の下に分布する。このことから三和土面
の基礎として据えられたものと想定される。

土間の基礎

B3 SW3 4 期
～ 5 期

Ｄ 石列 [166]
溝状遺構
　18 ～ 74 × [286]
　× 8

石列
2.03 ～ 2.24 
溝状遺構

北端 2.12
南端 1.98

北東－南西方向に延びる溝状遺構内に直方体石材 2 個
と小礫が断続的に石列をなす遺構。石材も本来は継続
していたものが抜き取られたと想定される。材木町
筋の道路西端の縁石列とその設置溝にあたり、A3 区
SW2・C3 区 SD4 に対応すると考えられる。

道路縁石

B3 SW4 6 期 Ｆ 南北 [274]  東西 102
の範囲で確認

1.95 ～ 2.06 北東－南西方向に延びる断続的な石列。石材は大きめ
のものが 1 個だけ南端にあり、その他は中小の礫で幅
広に分布する。石材の大半が抜き取られたと想定され
る。材木町筋の道路西端の縁石列と町屋敷地境界の石
列であったと想定される。A3 区 SW3・C3 区 S Ｗ 2 に
対応すると考えられる。

境界石列・道
路縁石

B3 SK1 1 期 A ～ 231 × [299] × 103 1.46 戦後の整地時の瓦礫が充満する大型の方形土坑。B3 区
SW1 西側に隣接し、西列の石材に沿って掘りこんでい
る。南側は資料館本館の階段柱基礎下まで延びるため
未検出。

廃棄土坑

B3 SK2 1 期 A ～ [93 × 147] × 31 1.94 戦後の整地時の瓦礫が充満する方形土坑。南は B3 区
SK1 に西は資料館基礎掘り方に切られる。

廃棄土坑

B3 SK3 1 期 A ～ [164 × 65] × 28 1.96 戦後の整地時の瓦礫が充満する方形土坑。東は B3 区
SK1 に切られる。北側は資料館本館の階段柱基礎下ま
で延びるため未検出。

廃棄土坑

B3 SK4 2 期 B? [88 × 66] × 50 1.76 方形土坑。東は B3 区 SK1 に、南は資料館本館基礎掘
り方に切られる。

用途不明

B3 SK5 2 期 B'? [60] × 81 の範囲で
確認 
方形土坑 [39] × 64
× [29]

1.81 基本は方形土坑であるが、北側と東側にそれぞれ円形
の掘りこみが付属し、東側のものは底面まで達する。
西は B3 区 SK1 に切られる。形状から排水桝である可
能性が考えられる。

排水桝 ?

B3 SK6 3 期 Ｃ ? [38 × 56] × 26 1.79 B3 区 SK4 により切られる方形土坑。南は資料館本館
基礎掘り方に切られる。

用途不明

B3 SX1 3 期 － [23 × 46 × 31] 2.24 B3 区 SK4 の北側に位置する煉瓦を三和土で組み合わ
せた構造物。半壊。構造物の下には角材が 1 本敷かれ
ている。用途は判然としないが、下に角材を敷いてい
ることから何らかの施設の壁の一部である可能性が考
えられる。

壁 ?

B3 桝 1 1 期 － 60 × [37 × 17] 1.86 煉瓦桝。北側は資料館本館の階段柱基礎下まで延びる
ため未検出。上部には被爆瓦礫が載り、底部を残して
半壊。形状から下水桝で、土管設置口がある上部が整
地などで壊されたものであると想定される。

下水桝

B4 SB1 1 期 － 南北約 [800]
東西約 [2500]

B4 区 SF1 で
2.53

概ね、西は B6 区 SC1、北は B6 区 SC1 から B5 区 SC1
の延長ライン、南は C5 区 SW1、東は B4 区 SF1 に囲
まれた区画。位置から「竹谷邸」の敷地にあたると想
定される。

民家敷地とそ
の境界

B4 SF1 1 期 A 東西 [183] 南北 [358]
の範囲で確認 
コンクリート基礎
　49 × 47

2.53 モルタル床面。資料館本館基礎掘り方や戦後の廃棄土
坑により四方を切られる。床面の一角に柱のものと想
定される正方形のコンクリート基礎を検出。B4 区 SB1
に伴う土間と想定される。

土間
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

B4 SF2 3 期 C 東西 [484] 南北 [349]
の範囲で確認 
直方体構造物
　46 × [35] × 24
　（うち煉瓦・板　
部の高さ 18） 
モルタル床面
　60.5 × [378]

直方体構造物
2.37

モルタル床面
1.82 ～ 1.87

煉瓦と三和土で構築された構造物と三和土面の上にモ
ルタルを塗布した面。B4 区 SD1 も含まれる。北側に
は直方体構造物を検出した。そこから SD1 が南北に延
び、SD1 検出範囲の南側で西に向けて一段上がったモ
ルタル面が延びる。「缶詰工場」に伴うもので、直方体
構造物は機械設置基礎、モルタル床面は通路と考えら
れる。

工 場 機 械 基
礎・通路

B4 SW1 1 期
～ 3 期

B' 北列 [80] 
中央列 [446] 
南列 [441]

北列　　2.3 
中央列

2.22 ～ 2.5
南列
1.75 ～ 1.98

東西方向に延びる 3 列の石列。北列は 1 石のみ残存す
る。中央列は北列に隣接し、6 石が残存する。南列は
B4 区桝 1・土管 1 を間に挟み、中央列に平行して断続
的に延びる。検出状況から北列は境界石列、中央列と
南列は土管設置溝を構成する石列と想定される。

土管設置溝構
成石材・境界
石列

B4 SW2 3 期 C [87 × 44] の範囲で
確認

2.11 ～ 2.14 B4 区 SK5 の南側に位置する石組。南側と東側は資料
館本館基礎掘り方に切られる。南端の石材の西側に沿っ
て三和土検出。B4 区 SK5 に向かって延びることから
関連する施設であると想定され、庭の敷石である可能
性が考えられる。

庭の敷石 ?

B4 SD1 3 期 C 26 × [302 × 14] 北端 2.17
南端 1.74

B4 区 SF2 に含まれる南北に延びるモルタル塗りの溝
状遺構。排水路として機能していたと考えられる。

工場内排水路

B4 SK1 1 期 A 長径 169　短径 115
深さ [26]

2.16 被爆瓦礫が充満する楕円形土坑。所属すると想定され
る被爆面は戦後の整地もしくは資料館建設に伴い削平
されている。

廃棄土坑

B4 SK2 1 期 A 57 × 71 × [30] 1.97 被爆瓦礫が充満する方形土坑。所属すると想定される
被爆面は戦後の整地もしくは資料館建設に伴い削平さ
れている。

廃棄土坑

B4 SK3 1 期 A 径 [58]　深さ [25] 2.15 被爆瓦礫が充満する円形土坑。南は資料館本館基礎掘
り方により切られる。所属すると想定される被爆面は
戦後の整地もしくは資料館建設に伴い削平されている。

廃棄土坑

B4 SK4 3 期 B 東西 [36]　南北 [65]
の範囲で確認
深さ [17]

上段 2.07
下段 2.0

漆喰で床と壁を造った段のある土坑状の構造物。池の
下部構造と想定される。

池の下部構造

B4 SK5 3 期 B 径 [48]　深さ [14] 
モルタル床面
　[88 × 22] の範囲
　で確認

1.95
モルタル床面

2.13

三和土製の円形土坑にモルタル床面が付属する遺構。
B4 区 SK4 が近接することから庭施設の一部である可
能性も考えられる。

庭施設 ?

B4 SK6 2 期 B' 径 51　深さ 24 1.98 砂が充満する円形土坑。 用途不明
B4 SK7 4 期 D 87 × [55] × 23 1.68 土管片含む陶磁器や瓦片、石材等入る方形土坑。北は

トレンチに切られる。
廃棄土坑

B4 SK8 4 期 D 63 × 59 × 13 1.8 土管片含む陶磁器や瓦片、石材等入る方形土坑。 廃棄土坑
B4 SK9 4 期 D [27] × 85 × 18 1.76 砂が充満する方形土坑。特徴や遺物が少ないことから、

地業痕跡の可能性が考えられる。
地業痕跡 ?
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

B4 SX1 4 期 － 方形板及び溝
　[101 × 43 × 5] 
石組遺構
　[59] × 32 × 10
小穴径 13

方形板
1.77 ～ 1.8 
石組遺構
1.91 ～ 1.95
小穴　 1.73

B4 区 SW1 の中央列の下層で東西に離れて検出した方
形板と石組遺構。方形板は上部を攪乱されているが、
北端・南端の掘り方が浅い溝状になる。石組はそこか
ら東に離れて位置し、3 枚の板石を並べる。上にいく
つかの小礫を検出したが SW1 の根石である可能性も
ある。板石の下には東西に延びる円形の小穴が貫通し、
穴の縁の一部に木が変質したと想定される褐色土が残
存する。方形板と石組遺構は東西方向の同じ軸を持つ。
これらの特徴から、石組遺構は木製管を覆うための蓋
石で方形板は本来壁がある木製桝であると想定される。

下水施設

B4 P1 1 期 A 径 43　深さ 18 2.38 B4 区 SF1 上に位置するピット。SF1 の床面を壊して掘
りこまれており、戦後のものであると考えられる。

用途不明

B4 桝 1 1 期
～ 3 期

C' 50 × 51 × [27] 1.74 B4 区土管 1 が東側に接続する煉瓦桝。被爆瓦礫が上面
に載り半壊しており、煉瓦は下部のみ残存。西壁は失
われているが B4 区土管 1 の西側部分が接続していた
と想定される。煉瓦のみではなく、隙間に三和土を充
填したり、B4 区 SW1 の石材面を利用して桝を構築し
ている。

下水桝

B4 土管
1

1 期
～ 3 期

C' [489] 西側残存列
東端 1.95
西端 1.93

東側残存列
東端 1.9
西端 2.0

B4 区桝 1 に付属し、東西に断続的に延びる土管列。東
側、西側は資料館本館基礎掘り方に切られる。B4 区桝
1 の西側部分も攪乱により切られる。土管の上面レベ
ルや設置溝を構成する B4 区 SW1 の石材レベルをふま
えると直接接続するかは別にして、B5 区土管 5 と同時
期のものと想定される。

下水管

B5 SC1 1 期
～ 3 期

－ [382] 2.74 モルタルを被覆した煉瓦積みの壁。 境界壁

B5 SF1 3 期 B 煉瓦床 [151 × 336]
モルタル床 
　[201 × 352]

煉瓦床　 2.45
モルタル床

2.41

西側は煉瓦、東側はモルタルで床面を形成している。
検出層位と位置をふまえると「缶詰工場」の床面と考
えられる。

工場床面

B5 SW1 3 期 － 東側 [133]
西側 [136]

2.24 B5 区 SC1 直下に桝を挟んで東西に延びる石列。破損
した石臼を転用した箇所もある。B5 区土管 7 を伴って
おり、土管設置溝の構成石列と想定される。

境界石列 ?

B5 SD1 4 期 － [287] × 54 × 13 2.07 石列の一部とその抜き取り痕。 建物基礎 ?
B5 SK1 4 期 C 長径 [69]　短径 [51]

深さ 31
1.88 楕円形土坑。B5 区土管 2 の掘方に切られている。 用途不明

B5 SK2 4 期 － 長径 51　短径 35
深さ 23

1.97 煉瓦や瓦礫が充満する楕円形土坑。 廃棄土坑

B5 SK3 4 期 C [164] × 166 × 93 0.97 煉瓦や瓦礫・砂が充満する不定形土坑。 廃棄土坑
B5 桝 1 1 期

～ 3 期
A ～ 蓋石

 39 × 33 × 10 
桝 58 × 58 × 76

蓋石 2.69
桝 1.91

煉瓦組の桝。石で蓋をしている。煉瓦上段 3 段は下の
桝と軸がずれており、修築もしくは生活面標高に合わ
せて増築したものと想定される。土管は 4 系統が付属
し、南西側は付け替えが行われている。

下水桝

B5 土管 1 2 期
～ 3 期

C
（B'?）

[136] 南東端 2.21
北西端 2.13

南東側が途絶する土管列。 下水管

B5 土管 2 2 期
～ 3 期

C
（B'?）

[216] 東端 2.17
西端 2.2

B5 区桝 1 に付属する土管列。桝から西へ延びており、
B5 区 SK1 を切る。

下水管

B5 土管 3 2 期
～ 3 期

C
（B'?）

[155] 東端 2.2
西端 2.25

B5 区桝 1 に付属する土管列。桝 1 から南西へ延びるが、
直接は接続していない。破損により B5 区土管 2 に付
け替えられたものと想定される。

下水管

B5 土管 4 2 期
～ 3 期

C [457] 北端 2.11
南端 2.06

B5 区桝 1 に付属する土管列。桝から南へ延び、資料館
地中梁を挟み、C5 区まで延びるが、C5 区 SX7 によっ
て切られる。

下水管
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

B5 土管 5 2 期
～ 3 期

C [158] 西端 2.11
東端 2.07

B5 区桝 1 に付属する土管列。桝から東へ延びる。 下水管

B5 土管 6 2 期
～ 3 期

C [251] 南東端 2.15
中央部 2.15
北西端 2.11

B5 区桝 1 に付属する土管列。桝から北西へ延びる。桝
側端部より北西端の 1 本のみ上面の標高が低くなるが、
残存する他の土管は全て 2.15 ｍとなっており、桝側へ
水が流れていたと考えられる。

下水管

B5 土管 7 1 期
～ 3 期

－ 確認長 [273] 確認東端 2.1
西端 2.05

B5 区墓 1 のコンクリート製外郭部南側の直下に東西に
延びる土管列。外郭部東側直下では土管は検出されて
いないが、接合部の粘土が検出されており、さらに東
へ延びていたと想定される。

下水管

B6 SC1 1 期
～ 2 期

A 北辺 [295]
追加北辺 [151]
南北辺 [583]
南辺 [616]
高さ 85

2.47 ～ 2.59 C6 区へ続き、西へ向かって幅を狭めながら「コ」字状
に延びるコンクリート基礎。西側は消失している。北
辺の東側へコンクリート基礎を追加で延長する。C6 区
SW6 を基礎として築かれている。

境界壁

B6 SW1 1 期 B' [82 × 81 × 15] 2.02 2 石の石列の北側に一段下がって 5 枚の板石を敷いた
構造物。B6 区桝 5 を壊している。B6 区墓 1 の基礎。

墓の基礎

B6 SW2 1 期 B' [152] 2.29 B6 区桝 4 を壊して石材が載る石列。SC1 の基礎石。 境界壁の基礎
B6 SW3 2 期

～ 3 期
－ [95]　深さ 27 2.17 南北へ 2 石連なる石列。 土管埋設溝

B6 SK1 2 期 － 径 43　深さ 15 1.95 穴の底から北に向かって斜め下への管状の穴が開く円
形土坑。底部に炭検出。

用途不明

B6 SK2 2 期 － 径 58　深さ 32 1.94 円形土坑。半壊。 用途不明
B6 SK3 3 期 B' 径 52　深さ 21 2.0 内部に真砂土が充満する円形土坑。土管 3 が東西に接

続する。検出できなかったが B6 区 SK4 同様、桶を使
用した桝と想定される。

下水桝痕跡

B6 SK4 3 期 － 長径 36　短径 28
深さ [15]

1.77 桶を埋設した楕円形土坑。B6 区土管 5 が接続する。 下水桝

B6 SK5 3 期 － 長径 101　短径 69
深さ 63

1.29 楕円形土坑。 用途不明

B6 SK6 3 期 － 40 × 34 × 14 1.8 B6 区 SK4 直下にある方形土坑。SK4 の前の下水桝と
想定される。

下水桝

B6 SX1 1 期～
3 期

A [127 × 62 × 18] 2.5 両端に石材を配し、中央部をコンクリートで成形した
方形区画。コンクリート面には一部正方形のタイルが
残存する。西側石材に「右　カイダン下　フミ石」の
墨書が残る。「缶詰工場」内の階段と想定される。

階段

B6 桝 1 1 期 A 48 × 48 × 69 1.99 B6 区土管 1 と接続する煉瓦桝。 下水桝
B6 桝 2 3 期 － 46 × 46 × [34] 2.18 煉瓦桝。半壊。B6 区土管 4 と接続すると想定される。 下水桝
B6 桝 3 3 期 B' [30 × 34 × 10] 2.07 B6 区土管 5 と接続する煉瓦桝。半壊。 下水桝
B6 桝 4 2 期 － 48 × 51 × [43] 1.78 煉瓦桝。B6 区 SW2 により半壊。B6 区土管 2 と接続

すると想定される。
下水桝

B6 桝 5 3 期 － 49 × 50 × [13] 1.94 煉瓦桝。B6 区 SW1・桝 4 によりほぼ破壊される。B6
区土管 7 と接続すると想定される。

下水桝

B6 桝 6 3 期 － 径 31　深さ 31 1.63 甕を埋設した桝。B6 区土管 8 と接続。甕上部と土管を
漆喰で接続している。

下水桝

B6 土管 1 1 期 A [148] 西端 2.39
東端 2.36

B6 区桝 1 に付属する土管列。桝から東へ延びる。 下水管

B6 土管 2 2 期 － [108] 西端 2.14
東端 2.11

B6 区桝 4 に付属することが想定される東西に延びる土
管列。

下水管
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

B6 土管 3 3 期 － [428] 確認できる
西端 2.18
東端 2.15

B6 区桝 3 に付属する土管列。桝から東へ断続しながら
延びる。

下水管

B6 土管 4 3 期 － [190] 西端 2.22
東端 2.20

B6 区桝 2 に付属すると想定される北西－南東方向に延
びる土管列。

下水管

B6 土管 5 3 期 － [98] 南端 2.13
北端  －

B6 区桝 3・SK4 に付属する土管列。南北方向に延びる。下水管

B6 土管 6 2 期 － [29] 2.23 B6 区桝 4 か桝 5 に付属すると想定される土管列。北
西－南東方向に延びる。

下水管

B6 土管 7 2 期 － [106] 北端 2.14
南端 2.1

B6 区桝 5 に付属すると想定される土管列。桝から南へ
延びる。

下水管

B6 土管 8 3 期 － [115] 北端 2.07
南端 2.06

B6 区桝 6 に付属する土管列。南北方向へ延びる。B6
区土管 7 によって損壊している。甕との接続部を中心
に漆喰を検出。

下水管

B6 境界石 3 期 － 境界石中心間 103 東側境界石上
2.33

西側境界石上
2.32

損壊した境界石が２つ並んで立つ。B6 区 SX1 の基礎
として据えられたものと想定される。東側境界石には

「加藤所有地」、西側境界石には「松浦所有（地）」と刻
まれる。

施設基礎

B7 SK1 2 期 B [57] × 95 × 35 1.85 瓦を中心に瓦礫が廃棄された方形土坑。 廃棄土坑
B7 SK2 3 期 B' 138 × 117 × 55 1.3 5cm 厚の漆喰片を中心に瓦礫が廃棄された方形土坑。

漆喰片は 3 期面の構成層と想定される。
廃棄土坑

B7 炉跡 1 3 期 C [56 × 10 × 14] 1.46 掘り方の一角のみ残存する土坑。上層に円形の炭化物
層、下層に焼土を検出。缶詰工場の施設と考えられる。

炉跡もしくは
竈

B7 炉跡 2 3 期 C 径 192　深さ 64 1.13 広範に焼土面を有する楕円形土坑。下層に砂鉄層を検
出。缶詰工場の施設と考えられる。

炉跡もしくは
竈

B8 SD1 3 期 C [495] × 25 × 23 石列上 2.01
溝底面 1.78

間隔をあけた 2 列の石列からなる溝。東西に延びる。
一部石材下部に胴木の役割が想定される材木を検出。

排水溝

B8 SK1 2 期 B 径 46　深さ 22 2.03 甕を埋設した円形土坑。半壊。 便槽
B8 SK2 2 期 B 径 41　深さ 23 2.09 甕を埋設した円形土坑。半壊。 廃棄土坑 ?
B8 SK3 3 期 B' [161] × 81 × 24 1.76 長方形土坑。多量の缶や衣装ケースのような鉄片が出

土。
廃棄土坑

B8 SK4 2 期 B' 78 × [33] × 23 2.13 方形土坑。半壊。 廃棄土坑 ?
B8 SK5 3 期 B' 土坑 

　[91 × 36] × 19 
煉瓦施設 
　[62 × 17 × 28]

土坑 1.85 
煉瓦施設残存
上部  2.19

内部に煉瓦組の施設を持つ方形土坑。土坑・煉瓦施設
ともに B5 区墓 1・2 により半壊。

煉瓦施設とそ
の掘り方

B8 SK6 3 期 B' 長径 [49]　短径 36
深さ 8

1.97 長円形土坑。半壊。鉄片出土。 廃棄土坑

B8 SK7 2 期 B' 90 × 119 × 55 1.41 瓦が充満した方形土坑。底部に穴が設けてある甕や缶
類も出土。

廃棄土坑

B8 SK8 2 期 B 径 87　深さ 79 1.19 瓦礫の入る円形土坑。 廃棄土坑・
本来は井戸か

B8 SK9 3 期 C 45 × 61 × 14 1.85 方形土坑。瓦、三和土床片が充満。 廃棄土坑
B8 SK10 3 期 C 上段　長径 117

 短径 [51]   深さ 14 
下段　径 64
　　　深さ 57

上段 1.84
下段 1.38

二段階で掘りこまれた長円形土坑。床破片の瓦礫が充
満。

廃棄土坑

B8 SK11 3 期 C 長径 103　短径 45
深さ 19

1.8 粉々の石片が充満した長円形土坑。 廃棄土坑
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B8 SK12 3 期 C 131 × 112
上段 53 × 89 × 23
下段 78 × 112 × 59

上段 1.8
下段 1.45

煉瓦・瓦礫が充満した方形土坑。二段に掘りこまれて
おり、B8 区 SK13 と対をなす。

廃棄土坑・
本来は機械設
置痕か

B8 SK13 3 期 C 138 × 128
上段 62 × 110 × 20
下段 76 × 128 × 50

上段 1.82
下段 1.49

煉瓦・瓦礫が充満した方形土坑。二段に掘りこまれ、
上段底部には半壊した煉瓦組の施設が残存する。

廃棄土坑・
本来は機械設
置痕か

B8 SK14 3 期 C' [109] × 71 × 63 1.27 方形土坑。多量の床破片が出土。 廃棄土坑
B8 炉跡 1 3 期 C 上段　径 88

　　　深さ [20]　
下段  74 × 30 × 46

上段 1.79
下段 1.35

上段が円形、下段が「コ」字状の溝が東へ延びる形で
構築された煉瓦積みの施設。缶詰工場の施設で上段に
は釜を据え、下段は燃料の焚口及び燃焼室と想定され
る。

竈遺構

B9 SB1 1 期 A － 下段 2.41
上段 2.62

B10 区 SW1、B10 区 SC1、B9 区 SF1 を 含 む 区 画。
SF1 の西側は一段下がり、炭化材や缶が出土する焼土
面で構成される。

建物内

B9 SF1 1 期 A [22 × 142] の範囲
で確認

2.62 多量の小礫上に形成されたモルタル床面。B9 区 SB1
に伴う土間であると考えられる。

土間

B9 SK1 2 期 A' 径 49　深さ 10 2.3 被爆面形成前に瓦や陶器片を廃棄した円形土坑。 廃棄土坑
B9 SK2 2 期 B 長径 85　短径 76

深さ 22
1.83 瓦礫が充満した楕円形土坑。 廃棄土坑

B9 SK3 2 期 B 幅 [84]　奥行 [34] 1.6 黒褐色土の入る土坑 ?　半壊。底部に石列が東西に並
び、その東側に杭と想定される木材が打ち込まれる。

用途不明

B9 SK4 4 期 C' 径 82　深さ 20 1.77 瓦礫の入る円形土坑。 廃棄土坑
B9 SK5 7 期 G [89 × 99] × 16 0.85 砂が充満する浅い方形土坑。底面に炭片と永楽銭が出

土。
用途不明

B10 SC1 1 期 A [70] × 19 × 23　 2.59 東西に延びるコンクリート基礎。B9 区 SB1 に伴う境
界壁で建物の布基礎を兼ねていると考えられる。

境界壁・建物
基礎

B10 SW1 1 期 A [338] × 33 2.4 ～ 2.45 大小 3 石前後の石材を横に並べ南北に延びる石列。B9
区 SB1 に伴う割栗基礎であり、直上は建物のコンクリー
ト製布基礎になると想定される。

基礎石列

B10 SW2 1 期 A [258] 2.48 ～ 2.53 南北に延びる石列。石列西側は砕石を敷いた面が広が
る。

小路の縁石 ?

B10 SW3 2 期
～ 3 期

B 石列間溝
  [103] × 23 × 50

石列上 2.3
溝底面 1.8

B6 区 SC1 の下に位置する北側の石列と間をあけて平
行する南側の石列の 2 列で構成される。B8 区 SD1 へ
続くと想定される。

排水溝・民家
境界溝

B10 SW4 3 期
～ 5 期

C [52]　高さ [61] 
A10 区 SW2 との幅
　 94

石列上 2.19
石列底面 

1.58

東西方向へ延びる石垣。A10 区 SW2 と平行に配置さ
れており、A8 区 SD2 へ続くと想定される。

水路石垣

B10 SW5 2 期 B' [32] 1.96 B10 区 SW4 の北側の石列。B10 区 SW4 の石材上面よ
り低い位置で SW4 と V 字を形成するように伸びる。C
面の時期に B10 区 SW4 の水路を瓦礫等で埋め戻した
後で配置。

下水管施設 ?

B10 SK1 1 期 A 長径 217　短径 124
深さ 14

2.26 長円形土坑。瓦礫等が出土。被爆後の廃棄土坑。 廃棄土坑

B10 SK2 3 期 B' [99] × 142
上段 [90] × 61 × 21
下段 [99] × 81 × 68

上段 1.65
下段 1.36

二段に掘りこまれた方形土坑。大型甕などの陶磁器破
片が多数出土。

廃棄土坑

B10 SK3 3 期 C 70 × 124 × 85 1.15 北辺と南辺から底部に向かって薬研上に掘りこまれた
方形土坑。整地の際の瓦礫出土。

廃棄土坑

B10 SK4 3 期 C 径 115　深さ 99 1.07 整地の際の瓦礫が入る円形土坑。 廃棄土坑・
本来は井戸か

B10 SK5 3 期 C [124] × 66 × 55 1.11 整地の際の瓦礫が入る長方形土坑。 廃棄土坑
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B10 SK6 3 期 C 径 37　深さ [19] 1.77 陶器鉢を埋設した円形土坑。瓦礫が充満する。底部は
穿孔されている。

廃棄土坑・本
来は雨水枡か

B10 SK7 4 期 C' 長径 122　短径 82
深さ 33

1.55 不定形な楕円形土坑。犬の骨が出土。 犬埋葬土坑

B10 SK8 4 期 C' 径 70　深さ 27 1.62 瓦礫が出土する円形土坑。 廃棄土坑
B10 P1 3 期 C 径 39　深さ 10 1.94 炭の入った円形ピット。 用途不明
B10 P2 3 期 C 径 42　深さ 25 1.8 陶磁器やガラス瓶の破片の入る円形ピット。銭貨３個

出土。
用途不明

B10 P3 3 期 C 幅 [16]　深さ 15 1.85 炭の入った円形ピット。半壊。 用途不明
C1 SB1 1 期

～ 2 期
－ 東西 [1035]

南北 [143]
C1 区 SW2
南側平坦面

2.56

北側は C1 区 SW2、西側は C2 区 SD1 の東側縁石に囲
まれ、調査範囲外南東へ広がる区画。位置から「大井
石材店」の敷地にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界

C1 SB2 3 期 － 東西 [1014]
南北 700

B1 区 SW8
南側平坦面

 2.26

北側は B1 区 SW8、南側は C1 区 SW3、東は調査範囲
外へ広がる区画。B1 区 SB2 が 2 区画を統合する前の
民家敷地にあたると想定される。火災痕跡あり。

民家敷地とそ
の境界

C1 SB3 4 期
～ 5 期

－ 東西 [904]
南北 700

B1 区 SW11
南側平坦面

2.13

北側は B1 区 SW11 の南列、南側と西側は C1 区 SW5
に囲まれ、東は調査範囲外へ広がる区画。B1 区 SB2
以前の民家敷地にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界

C1 SB4 4 期
～ 5 期

－ 東西 [911]
南北 [150]

C1 区 SW4
南側平坦面

1.97

北側は C1 区 SW4、西側は C2 区 SD2 に囲まれ、調査
範囲外南東へ広がる区画。C1 区 SB1 以前の民家敷地
にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界

C1 SF1 3 期 C 東西 [237]  南北 281
の範囲で確認

火災後の面
2.33 ～ 2.39
火災前の面
2.21 ～ 2.27
集石状礎石

2.34 ～ 2.4
1 石のみの礎石
2.28 ～ 2.34

炭・瓦だまりが載り、礎石と漆喰痕跡がある面が広が
る区画。礎石は、集石状のものと 1 石のみのものに分
けられる。C1 区 SB2 に伴う土間もしくは土間に近い
面であると想定され、火災前の面と火災後の面に分か
れる。礎石は、集石状のものは火災後の C1 区 SB2 の
建物の柱基礎、1 石のみのものは火災前の束柱基礎と
考えられる。

土間かそれに
近接する面

（ 火 災 痕 跡 あ
り）

C1 SW1 1 期 A 石列 [139] 
桝 [41 × 49 × 32]

2.46 コンクリート製桝を中心に西に 2 石、東に 1 石が並ぶ
石列。桝は西側のみ残し、北は資料館本館基礎で、他
は現代排水パイプに切られる。西 2 石の下には石材が
1 段あり、桝下は小礫の集積が基礎となる。桝底レベル
から、下水管までの排水桝のような性格が考えられる。

排水桝 ?

C1 SW2 1 期
～ 3 期

A
～ B

上段
　東西列 [992]
　南北列西側 [124]
　　　　東側 [78]
下段 [949]

上段
  東西列 2.5
  南北列

西側 2.52
東側 2.45

下段
2.39 ～ 2.43

東西に延びる石列で面は北を向く。東側は調査範囲外
に、西側は C2 区 SD1 まで延びる。また東西列に直交
して 2 か所で南側に長い直方体の石材が延びる。東西
石列は、小型のブロック状の石材を並べた上段と大き
めの石材を 1 ～ 3 石程度積んだ下段に分かれる。特徴
や位置から、C1 区 SB1 に伴う境界石列で建物の布基
礎も兼ねていると考えられる。石列が上下段に分かれ
ることから、間の建て替えが想定される。

境界石列・
建物基礎

C1 SW3 1 期
～ 3 期

A
～ B

上段 [931]
下段 [937]

上段
2.5 ～ 2.65

下段
2.46 ～ 2.5

C1 区 SW2 の北側に隣接して東西に延びる石列。大き
く 2 段に分かれ、上段は石材自体は三和土に隠れる箇
所が多い。下段は大きめの石材を 1 ～ 3 石程度積み上
げて石列を築いている。位置から上段は B1 区 SB2 の、
下段は C1 区 SB2 の南側の境界石列で、上段は塀の基
礎を、下段は建物の布基礎を兼ねていると考えられる。

境界石列・
建物基礎

C1 SW4 4 期
～ 5 期

D [804] 2.13 ～ 2.27 C1 区 SW5 の南側に隣接し、東西に断続的に延びる石
列。C1 区 SB4 に伴う境界石列と想定される。

境界石列
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C1 SW5 4 期
～ 5 期

D 東西列 [914]
南北列 [304]

東西列
 2.07 ～ 2.2

南北列
2.04 ～ 2.09

材木町筋に沿って「Ｌ」字状に延びる石列。南北列は
直方体の石材を並べ、面は西を向く。東西列は面を南
に向ける。南北列は C1 区 SB3 の建物の布基礎で、東
西列は南側の境界石列で、少なくとも西半については
建物の布基礎を兼ねていたと考えられる。

境界石列・
建物基礎

C1 SW6 4 期 D [180] × 126 2.14 ～ 2.26 東西に間隔をあけて断続的に並ぶ 2 列の石列。比較的
小さな石材を使用している。C1 区 SB3 内の区画石列
や布基礎の可能性が考えられるが、検出範囲だけでは
想定し得なかった。

用途不明

C1 SW7 5 期 E C1 区 SK10 裏込め 
　東西 48　南北 112
　の範囲 
その他集石
　東西 36　南北 48
　の範囲

C1 区 SK10
裏込め
1.96 ～ 2.04
その他集石
1.88 ～ 2.09

C1 区 SK10 を中心に石材が若干瓦、土器片を含みなが
ら検出される集石遺構。SK10 から、若干北に離れた
場所にも集石が見られる。SK10 直近のものは SK10 の
裏込めと考えられる。SK10 は便槽と想定されること
から、離れた集石も便所に関わるものである可能性が
あるが、想定できなかった。

便槽裏込め・
一部用途不明

C1 SW8 6 期 － [934] 1.6 ～ 1.75 C1 区 SW4 の下に東西に小礫のみが断続的に延びる石
列。C1 区 SB4 以前の SB 遺構の敷地に伴う境界石列と
想定される。

境界石列

C1 SW9 6 期 － [938] 1.53 ～ 1.73 C1 区 SW5 の下に断続的に東西に延びる石列。C1 区
SB3 以前の町屋の敷地に伴う境界石列と想定される。

境界石列

C1 SK1 1 期 A [50] × 97 × 26 2.1 焼土、炭、被爆瓦礫が充満する方形土坑。西側は現代
の排水桝掘り方に切られる。被爆後の廃棄土坑。

廃棄土坑

C1 SK2 1 期 A [63] × 73 × 21 2.13 被爆瓦礫入る方形土坑。西側は資料館本館基礎掘り方
で切られる。

廃棄土坑

C1 SK3 1 期 A 径 [72]　深さ [44] 2.09 漏斗状の三和土が口縁部に設置された甕が埋置された
円形土坑。埋土下層は三和土片主体、上層は被爆瓦礫
主体である。本来は便槽であると想定される。

廃棄土坑・
本来は便槽

C1 SK4 4 期 D 径 27　深さ 7 1.96 陶器や碁石が入る小円形土坑。位置や検出状況から C1
区 SK5・6・7 に切られて、本来の規模が縮小している
可能性も考えられる。

廃棄土坑 ?

C1 SK5 2 期 B [73] × 136 × 70 1.7 瓦礫が充満する方形土坑。東側は調査範囲外に延び、
西側一部を C1 区 SK3 に切られる。西辺に C1 区土管
設置溝が接続する。底部に大きな長円形の円礫検出。
本来は下水桝で、桝の廃絶撤去後に廃棄土坑として使
用されたものと想定される。

廃棄土坑・
本来は下水桝

C1 SK6 3 期 C 径 102　深さ 28 1.9 C1 区桝 2 の下層に位置する瓦片が充満する歪な円形土
坑。出土した陶磁器片には古いものも含まれるが層序
から、桝 2 をそれほどさかのぼらない時期のものと考
えられる。

廃棄土坑

C1 SK7 4 期 D 径 51　深さ [10] 1.96 石や瓦・陶器片、炭が入る円形土坑。 廃棄土坑
C1 SK8 4 期 D 径 47　深さ [16] 1.95 埋土に炭の入る円形土坑。何らかの火を使う施設の痕

跡であると考えられる。
火を使用する
施設

C1 SK9 5 期 E 方形土坑
　59 × 101 × [11] 
円形土坑
　径 46　深さ [29]

方形土坑
1.87

円形土坑
1.68

礫の充満する方形土坑内に貝殻の入る円形土坑が位置
する二重土坑。

廃棄土坑

C1 SK10 5 期 E 径 83　深さ [20] 
甕径 [52]　深さ [27]

1.75 甕を埋置した円形土坑。C1 区 SW7 が隣接する。 便槽

C1 SK11 7 期 G [84] × 54 × 12 1.08 砂が充満した不定形な土坑。 整地痕跡 ?

C1 SK12 6 期 F'' [100 × 42] の範囲
で確認　深さ 13

1.35 C1 区炭だまりの上に位置する浅い土坑。東側は調査範
囲外へ延びる。

用途不明
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C1 SK13 6 期 F 115 × 131
深さ [50]

0.59 砂が充満する歪な方形土坑。井戸か ? 井戸 ?

C1 SK14 7 期 G [76 × 20 × 9] 1.22 鋤先が出土した浅い土坑。廃棄目的ではなく埋納遺構
である可能性も考えられる。

廃 棄 土 坑 ?・
埋納遺構 ?

C1 SK15 6 期 G 長径 39　短径 [17]
深さ 7

1 浅い楕円形土坑。焚火土坑と想定される。 焚火土坑

C1 炭だ
まり

6 期 G 東西 [139] 南北 230
の範囲で確認 
深さ　最大で約 30

上層面
1.49 ～ 1.55
下層面
1.19 ～ 1.32

炭が広がり、焼土やいくつかの石材が検出される面。
3 層の炭層と砂層が薄く互層になる。廃棄物を何度も
焼成した遺構であると考えられる。

廃棄物焼却場

C1 桝 1 1 期
～ 2 期

A 東西 166 の範囲で
確認 
西側桝
　66 × 43 × [21] 
東側桝
　74 × [56 × 25]

西側桝 2.28
東側桝 2.24

C2 区土管 1 が付属する三和土と煉瓦製の長方形桝。半
壊。桝は C1 区 SW3 の北側に接して、近接して東西に
２個並び、東側の桝は南辺の煉瓦が C1 区 SW3 上に載
る。土管接続痕が三和土に残る。

下水桝

C1 桝 2 3 期 A' 91 × 64 × [22] 2.1 木製板を組み合わせて埋置された長方形桝。陶器片や
瓦片出土。用途は判然としないが、周辺に時期の異な
る下水桝が検出されていることから、本遺構もその可
能性が考えられる。

下水桝

C1 土管 1 2 期 B 北西－南東方向の
[497] の範囲で確認 
北西側土管列 [131]
北西側石列 [106]
南東側土管設置溝
　[153] 

北西側土管列
南東端 2.35
北西端 2.31

北西側石列上面
2.1 ～ 2.22

南東側土管
設置溝  2.21

C1 区 SK5 から北西に向けて延びるラインで検出され
た土管・土管設置溝の列。土管底面レベルから、C1 区
SK5 の北西に位置し、土管片が残る溝状遺構は C1 区
SW1 に切られるが、その北西で検出された土管列へ続
くと考えられる。北西側土管列の西側は資料館本館基
礎掘り方に切られる。土管列の南側に列に平行して石
列が延びるが、位置と層序から土管設置溝を構成する
ものと想定される。南東側土管設置溝と北西側土管列
は軸がずれており、後の時期の C1 区 SW1 が排水桝と
想定されることから、断絶部分に桝が設置されていた
可能性も考えられる。

下水管

C2 SD1 1 期
～ 2 期

A ～ 73 × [440] 東列石材
2.62

西列石材
2.52 ～ 2.55
中央モルタル面

北端 2.43
南端 2.5

材木町筋道路の東側に沿って北東－南西方向に断続的
に延びる溝状遺構及び石列。遺存状況の良い南端では、
道路アスファルト面に接して直方体石材 1 石、溝底に
モルタル面、東側に 2 石の直方体石材の 3 列を検出。
そこから北側の石材は抜き取られ、モルタル床面のみ
が延びる。東列と中央列は材木町筋道路の縁石及び側
溝、西列は民家の境界石を兼ねた縁石と想定される。

道路及び民家
縁石・側溝

C2 SD2 4 期
～ 5 期

－ 37 × [187] × 20 1.73 北東－南西方向で延びる溝状遺構。石材が抜き取られ
た石列の掘り方で、本来あった石列は C1 区 SB4 の建
物の布基礎と想定される。

建物基礎掘り
方

C2 SD3 5 期 － [57 × 169] × 32 1.62 C2 区 SD2 に東側を切られて北東－南西方向で延びる
溝状遺構。北は現代の排水パイプ溝で切られ、南は調
査範囲外へ延びる。石材が抜き取られた石列の掘り方
で、本来あった石列は材木町筋道路と民家敷地境の縁
石と想定される。

道路及び民家
縁石掘り方

C2 SD4 4 期
～ 5 期

E [394 × 57] × 22 1.73 ～ 1.89 東西に延びる溝状遺構。石材が抜き取られた石列の掘
り方で、本来あった石列は C1 区 SB4 の建物の布基礎
と想定される。

建物基礎掘り
方
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

C2 SK1 1 期
～ 2 期

A 長径 302　短径 [126]
深さ 30 
石組  [98]　高さ 50

土坑
上段 2.24
下段 2.14

石材上面
2.26 ～ 2.53

砂、被爆瓦礫が入る長円形土坑。北側は資料館本館基
礎掘り方に切られる。底面から石組を、一段高い位置
に礫だまりを検出。石組は東側に 2 段、西側に 1 段の
直方体の石材を使用し、間隔は空くが東西に列をなす。
土坑は、戦後の廃棄土坑と想定されるが、石組につい
ては、礫と異なり、C1 区土管 1 に伴う土管設置溝構成
石材から延びる石列が残存したものと想定される。

廃棄土坑・
土管設置溝構
成石材

C2 SK2 2 期 B 長径 97　短径 [62]
深さ 21

2.19 缶含む板状の鉄片が充満する楕円形土坑。南側は現代
の排水パイプ溝に切られる。「缶詰工場」廃絶時の廃棄
土坑と想定される。

廃棄土坑

C2 SK3 3 期 B 長径 65　短径 40 
深さ 13

2.26 缶含む板状の鉄片が充満する楕円形土坑。「缶詰工場」
関連の廃棄土坑と想定される。

廃棄土坑

C2 SK4 2 期 B 径 48　深さ 21 2.13 缶含む板状の鉄片が充満する円形土坑。「缶詰工場」関
連の廃棄土坑と想定される。

廃棄土坑

C2 SK5 2 期 B 94 × [102] × 71 1.77 材木町筋道路面に位置し、細礫が充満する方形土坑。
道路補修時の地業であると想定される。

道路地業痕跡

C2 SK6 3 期 C
～ B

径 [63]　深さ 40 1.94 瓦が充満する円形土坑。北側は C2 区 SK4 に、西側は
C2 区 SK2 に、南側は現代の排水パイプ溝に切られる。

廃棄土坑

C2 SK7 3 期 C
～ B

径 82　深さ 41 1.75 缶含む板状の鉄片が充満する円形土坑。「缶詰工場」関
連の廃棄土坑と想定される。

廃棄土坑

C2 SK8 3 期 C
～ B

径 [56]　深さ 41 1.9 煉瓦片中心に瓦礫が充満する円形土坑。北側は C2 区
SK4 に、南側は現代の排水パイプ溝に切られる。

廃棄土坑

C2 SK9 4 期～ ? D ～ 長径 135  短径 116
深さ [131]

－ 底面で水が湧く楕円形土坑。井戸と想定される。底面
未完掘。

井戸

C2 SK10 4 期 D 長径 [92]  短径 116
深さ 42

1.72 砂が充満した長円形土坑 ? 遺物も少なく、特徴から地
業痕跡の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

C2 SK11 5 期 E 72 × 42 × 17 1.77 砂が充満する方形土坑。C2 区 SK12 と共に、近接する
C1 区 SW5 に平行していることから、石列石材の抜き
取り痕跡と想定される。

石材抜き取り
痕

C2 SK12 5 期 E [33] × 35 × 14 1.85 砂が充満する方形土坑。西側は C2 区 SK11 に切られる。
SK11 と共に、近接する C1 区 SW5 に平行しているこ
とから、石列石材の抜き取り痕跡と想定される。

石材抜き取り
痕

C2 SK13 5 期 F 長径 [120]  短径 76
深さ 38

1.15 陶磁器片が入る長円形土坑。 廃棄土坑

C2 SK14 5 期 F 径 71　深さ 9 1.34 瓦片や陶磁器片が入る円形土坑。 廃棄土坑
C2 SX1 3 期 B 北側溝状遺構

　[109] × 15 × 7
南側溝状遺構
　[172] × 15 × 4
円形ピット
　径 10　深さ 5

北側溝状遺構
2.33

南側溝状遺構
2.37

円形ピット
2.37

石材     2.39

細い溝状遺構 2 本と円形ピット、石材 1 個からなる遺
構。溝内には部分的に材が残存。西側の溝間にピット
が、南側溝状遺構の東側に石材が位置する。C1 区 SB2
に伴う何らかの施設と考えられる。

用途不明

C2 P1 2 期 B 径 18　深さ 11 2.33 板状の鉄片と木材が入る円形ピット。南側は現代の排
水パイプ溝に切られる。鉄、青銅、ガラス溶融塊出土。

「缶詰工場」関連施設の柱穴として機能していたと想定
され、廃絶時に廃棄物が流入したと考えられる。

柱穴

C2 P2 4 期 D 径 19　深さ 24 2.09 材木町筋の東端道路面に掘りこまれた楕円形ピット。
建物の建設に伴う足場等のための柱穴と想定される。

柱穴

C2 P3 4 期 D 径 22　深さ 20 2.14 材木町筋の東端道路面に掘りこまれた楕円形ピット。
建物の建設に伴う足場等のための柱穴と想定される。

柱穴

C2 P4 4 期 D 長径 48　短径 41
深さ 32

1.85 材木町筋の東端道路面に掘りこまれた楕円形ピット。
建物の建設に伴う足場等のための柱穴と想定される。

柱穴
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

C2 P5 4 期 D 長径 24　短径 19
深さ 26

2.0 材木町筋の東端道路面に掘りこまれた楕円形ピット。
建物の建設に伴う足場等のための柱穴と想定される。

柱穴

C2 P6 4 期 D 径 21　深さ 21 2.05 材木町筋の東端道路面に掘りこまれた楕円形ピット。
建物の建設に伴う足場等のための柱穴と想定される。

柱穴

C2 P7 4 期 D' 径 16　深さ 9 2.03 材木町筋の東端道路面に掘りこまれた楕円形ピット。
建物の建設に伴う足場等のための柱穴と想定される。

柱穴

C2 P8 4 期 D' 径 39　深さ 32 1.83 材木町筋の東端道路面に掘りこまれた楕円形ピット。
建物の建設に伴う足場等のための柱穴と想定される。

柱穴

C2 桝 1 1 期
～ 3 期

－ 煉瓦
　[27 × 19 × 16] 
掘り方
　57 × [37] × 48

煉瓦 1.93
掘り方 1.84

C2 区土管 1 が東に接続する煉瓦桝。現代の排水パイプ
溝により半壊、掘り方の一部と南東角の一部のみ煉瓦
が残存。煉瓦の接合及び底面に三和土を使用。切られ
ているが、北側に C2 区土管 2、西側に C3 区土管 1 が
付属していたと想定できる。

下水桝

C2 土管 1 1 期
～ 3 期

－ 749 東端 2.45
西端 2.21

C1 区桝 1 から C2 区桝 1 まで断続的に東西に延びる土
管列。素焼きの土管が主体になる。

下水管

C2 土管 2 1 期
～ 3 期

－ [165] 2.31 南北に延びる土管列。北は資料館本館基礎掘り方に、
南は現代の排水パイプ溝に切られる。C2 区桝 1 に付属
すると想定される。

下水管

C3 SB1 1 期 A － C3 区 SF1
 2.67

C3 区 SF1、C3 区 SW1 を含む区画。北側は資料館本館
基礎掘り方に、南側は現代の排水パイプ溝に切られる。
位置から「寺西邸（ガラス店）」の敷地にあたると想定
される。

民家敷地とそ
の境界

C3 SB2 2 期 B 東西 [700]
南北 [274]

2.44 C3 区 SW4 とその南側に隣接する三和土面、西側に離
れて位置する「L」字状の石列、C3 区 SC1 で構成され
る建物跡。C4 区 SB1 より前段階の民家建物にあたる
と想定される。

民家建物

C3 SC1 2 期 B 東西 451  南北 108
の範囲で確認 
最大の基礎
　長径 59  短径 45
　高さ 23 
柱穴 10 × 10 × [9]

基礎上面
2.37

柱穴 2.24

C3 区 SW4 内に形成されたコンクリート基礎。不定形
な円柱状の基礎を 6 基検出した。5 基の中央部には正
方形の柱穴があく。C3 区 SB2 の建物の主柱もしくは
束柱の基礎であると考えられる。

束柱基礎 ?

C3 SF1 1 期 A 東西 [545]　南北
[147] の範囲で確認

2.6 ～ 2.67 材木町筋道路の西側に東西に広がるモルタル面。被熱
して赤色化したり、炭で黒くなった面が広がる。C3 区
SB1 の土間にあたると想定される。

土間

C3 SF2 1 期 A 東西 [719] ×南北
135

2.58 ～ 2.63 C3 区 SF1 と D3 区 SF1 に挟まれて D3 区 SD1 から西
に延びるモルタル床面。「菊の湯」へ続く小路であると
想定される。

小路

C3 SF3 1 期 A 83 × [96] 2.52 ～ 2.58 C3 区 SF2 の西端の南側に隣接するモルタル床面とそ
れに沿って南北方向に延びる石列。石列はモルタル床
面の東と西に沿って 2 列延びる。D3 区 SB1 に伴うも
のと想定され、東列は建物の布基礎、西列は境界石列で、
モルタル面は屋外の土間と考えられる。

土間・建物基
礎・境界石列

C3 SW1 1 期 A 236 × [145] 石組
北端 2.56
南端 2.45

排水口 2.39

C3 区 SF1 の西側に隣接する石組遺構。石材で長方形
の区画を造り、中に大きめの板石を 4 枚並べる。上部
構造が無いため特定できないが、C3 区 SB1 に伴う何
らかの水まわり施設の存在が想定できる。

水まわり施設

C3 SW2 6 期 F 西列
  [343] × 131 の範囲  
  高さ [38] 
東列 [306]

西列
1.93 ～ 2.04
東列

1.86 ～ 1.9

大きめの石材による西列と東側に離れて断続的に続く
石列からなる。西列の底部と西側には根石と裏込めに
なる礫や石材を検出した。西列は「誓願寺」の境界石
列で、東列は道路の縁石にあたると想定される。

寺院境界石垣
・道路縁石
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[ 残存値 ]
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C3 SW3 6 期
～ 7 期

G 東列 [428]
北列 [599]
中央列 [561]
南列 [532]

東列
1.44 ～ 1.53
北列
1.43 ～ 1.61
中央列

1.43 ～ 1.6
南列
1.44 ～ 1.56

材木町筋西側に沿って北東－南西方向に延びる石列、
直交して西側に延びる 3 列の石列からなる。位置と C3
区 SW2 より下層から検出したことから東列は「誓願
寺」の境界石列であると想定される。東西に延びる北列、
中央列、南列は全体に方形区画になることから建物の
区画を示す石列の可能性が考えられる。

寺院境界石列
・建物区画 ?

C3 SW4 2 期
～ 3 期

－ 東列 [274]
南列 310
西列 [96]

東列
2.34 ～ 2.42
南列
2.45 ～ 2.48
西列
2.45 ～ 2.47

C3 区 SF1 下層から検出した石列。東列、南列、西列
からなり、本来は方形もしくは長方形の石列であった
と考えられる。東列は他の列に比べて一段下がるが、
層位からも前代の石列を利用して本来、上にもう一段
石材が載っていたものと考えられる。C3 区 SB2 の建
物の布基礎と想定される。

建物基礎

C3 SD1 1 期 A 84 × 705 × 30 2.24 ～ 2.32 C3 区 SF2 と D3 区 SF1 の間に位置する溝状遺構。位
置から、D3 区 SB1 の布基礎と小路の縁石の抜き取り
痕と想定される。

建物基礎・
小路縁石抜き
取り痕跡

C3 SD2 1 期 A 西列 [361]
東列 [250]
溝 幅 67　深さ 65

西列
西端 1.85
東端　1.8

東列
西端 1.79
東端 1.33

溝  C3 区桝 1
付近 　 1.66

C3 区桝 1 に付属し東西に延びる土管列とその設置溝。
桝より西側の列は西端より先を現代の排水パイプ溝に
切られる。溝の西側の南辺では石列を検出したが、位置、
形状から溝の壁を構成するものと考えられる。東側の
列は東側に向かって急激にレベルを下げる。東端の先
は未確認だが、位置から C3 区 SD5 の土管本管に接続
すると想定される。

下水管及び設
置溝

C3 SD3 2 期
～ 3 期

－ 西列 [119]
東列 451 
溝　深さ [34]

西列
西端 1.85
東端　1.8

東列
西端 1.79
東端 1.33

溝  残存部
1.58

C3 区桝 2 に付属し東西に延びる土管列とその設置溝。
桝の西側の列は現代の排水パイプ溝に切られ、半壊の
ものが一部残存。東側の列は東側に向かって急激にレ
ベルを下げ、C3 区 SD5 の土管本管に接続する。溝は
東列の一部の南壁のみわずかに残存する。

下水管及び設
置溝

C3 SD4 4 期
～ 5 期

－ [39 × 288] × 22 1.88 ～ 1.93 北東－南西方向に延びる溝状遺構とその内部に断続的
に続く礫による石列。北は資料館本館基礎掘り方に切
られる。南は D3 区 SD4 へ続く。小礫が多く、本来並
んでいた石材が抜かれ、根石のみが残存したと想定さ
れる。材木町筋道路沿いの民家敷地の境界石列と側溝
西側の縁石列の掘り方にあたると考えられる。

境界石列・道
路縁石の掘り
方

C3 SD5 1 期
～ 3 期

－ 溝状遺構
[152 × 231 × 67]

土管 1.22 材木町筋道路下層に南北に延びる大型土管列とその設
置溝。設置溝底面は未完掘 A2 区 SD2 に対応すると考
えられる。

下水本管及び
設置溝

C3 SD6 6 期
～ 7 期

－ [295] × 28 × 7 1.29 C3 区 SW3 東列の東側に少し離れ、平行して北東－南
西方向に延びる溝状遺構。位置から材木町筋道路の縁
石の掘り方で、SW3 東列との間に側溝を形成していた
と考えられる。

道路縁石

C3 SK1 1 期 A 径 147　深さ 86 1.76 被爆瓦礫が充満する円形土坑。下層から近世の遺物が
出土するが、C3 区 SW2 の裏込め石材が検出されるた
め混入したもので、戦後の廃棄土坑と想定される。

廃棄土坑

C3 SK2 1 期 A 長径 [159]  短径 113
深さ 82

1.53 長円形土坑。北は資料館本館基礎掘り方に切られる。
戦後の廃棄土坑と想定される。

廃棄土坑

C3 SK3 3 期 C 長径 106　短径 54
深さ 23

1.83 瓦片が充満する長円形土坑。 廃棄土坑
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

C3 SK4 3 期 D 長径 [101]  短径 [39]
深さ 22

1.83 瓦片や陶磁器片、三和土塊が出土する長円形土坑。北
は資料館本館基礎掘り方に切られる。

廃棄土坑

C3 SK5 4 期 D 59 × 51 × 41 1.65 砂が充満する方形土坑。 用途不明
C3 SK6 4 期 D 径 61　深さ 18 1.89 歪な円形土坑。 用途不明
C3 SK7 4 期 D

～ E
長径 90　短径 63
深さ 25

1.43 瓦片と炭、褐色粘質土が充満する長円形土坑。廃棄土
坑と想定される。

廃棄土坑

C3 SK8 5 期 E 長径 [151]  短径 121
深さ 44

1.24 砂が充満する楕円形土坑。地業痕跡の可能性が考えら
れる。

地業痕跡 ?

C3 SK9 5 期 E 長径 249  短径 103
深さ 48

1.22 砂が充満する長円形土坑。地業痕跡の可能性が考えら
れる。

地業痕跡 ?

C3 SK10 5 期 E 長径 [113]  短径 80
深さ 31

1.26 砂が充満する長円形土坑。地業痕跡の可能性が考えら
れる。C3 区 SK10・11 は南側の掘り方ラインが継続し
ており、一体の溝状遺構である可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

C3 SK11 5 期 E 85 × [64] × 28 1.3 砂が充満する歪な方形土坑。地業痕跡の可能性が考え
られる。C3 区 SK10・11 は南側の掘り方ラインが継続
しており、一体の溝状遺構である可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

C3 SK12 4 期 E 長径 253  短径 151
深さ 76

0.88 砂が充満する歪な楕円形土坑。特徴から地業痕跡の可
能性が考えられる。

地業痕跡 ?

C3 SK13 4 期 E 径 42 － 貝殻が充満する円形土坑。 廃棄土坑
C3 SK14 5 期 E 長径 66　短径 55

深さ 23
1.58 陶磁器片、瓦片、礫が入る楕円形土坑。 廃棄土坑

C3 P1 4 期 D 径 27　深さ 8 1.96 円形ピット。同一面から同規模の C3 区 P2 ～ P4 を確
認したが、組み合わせを想定し得なかった。

建物に伴う柱
穴 ?

C3 P2 4 期 D 径 28　深さ 9 1.96 円形ピット。同一面から同規模の C3 区 P1・P3・P4
を確認したが、組み合わせを想定し得なかった。

建物に伴う柱
穴 ?

C3 P3 4 期 D 長径 43　短径 31
深さ 9

1.97 楕円形ピット。同一面から同規模の C3 区 P1・P2・
P4 を確認したが、組み合わせを想定し得なかった。

建物に伴う柱
穴 ?

C3 P4 4 期 D 径 37　深さ 18 1.88 円形ピット。同一面から同規模の C3 区 P1 ～ P3 を確
認したが、組み合わせを想定し得なかった。

建物に伴う柱
穴 ?

C3 P5 4 期 D 長径 45　短径 34
深さ 27

1.8 楕円形ピット。底面に円礫 3 個出土。同一面から規模
が異なる C3 区 P1 ～ P4 を確認したが、組み合わせを
想定し得なかった。

建物に伴う柱
穴 ?

C3 P6 4 期 D 長径 [50]　短径 45
深さ 19

1.85 楕円形土坑。南側を現代の排水パイプ溝に切られる。
掘り方の縁辺は赤片しており、何らかの用途を持った
焼成土坑と想定される。

焼成土坑

C3 桝 1 1 期 A 上面枠 79 × 81
煉瓦部 71 × 69
　　　　深さ 101

1.56 C3 区 SF2 内に位置する煉瓦桝。上面にはコンクリー
トで枠を造りモルタルを塗布している。C3 区 SD2 の
土管が東西に付属する。

下水桝

C3 桝 2 2 期
～ 3 期

D 50 × 49 × 9 1.49 上部を現代の排水パイプ溝に切られ、三和土製の桝形
の壁と底部のみ残る桝。壁上部には煉瓦が積まれた煉
瓦桝だったと考えられる。

下水桝

C3 桝 3 1 期 A 48 × 50 × [22] 2.29 煉瓦桝。現代の排水桝に上部を切られる。C3 区 SW1
の排水口からつながる小土管が接続すると想定される。
残存部には他の土管の接続痕跡が無いが、位置的に C4
区桝 3 に接続する可能性が考えられる。

下水桝

C3 土管 1 1 期
～ 3 期

－ [233] 東端 1.66
西端 1.18

土管本管の東側に接続し東西に延びる土管列。西側は
現代の排水パイプ溝に切られるが、C2 区桝 1 に接続し
ていたと考えられる。

下水管

C4 SB1 1 期 A 東西 716
南北最大 [465]

2.65 C5 区 SB1 と同一。C4 区 SW2 から西に C5 区まで続く
コンクリート・煉瓦・モルタル・タイルで構築した構
造物。「菊の湯」の浴室と考えられる。

銭湯浴室



─　109　─

区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

C4 SB2 1 期 A 東西 584
南北 最大 [409]
石列 [99]
礎石間 東西 139

石列・礎石
2.37 ～ 2.56

C4 区 SW1 と 2 の間の区画。石列の一部や礎石と想定
される 3 点の石材を確認。「菊の湯」の入口や脱衣場
のある前室と想定される。

銭湯前室

C4 SB3 2 期 A'
～ B

[277 × 97] 2.45 煉瓦を外縁に並べ内側をモルタル面にした方形区画。
土間であると想定される。

土間

C4 SB4 1 期 A'' [168 × 125] 2.58 C4 区 SW1 の北東側に位置するモルタル面。C4 区 SB3
より一段高い。C4 区 SW に沿ってモルタルを塗ってい
ることから C4 区 SB2 の建物外縁に沿った屋外の土間
であった可能性が想定される。

土間

C4 SC1 2 期 A'
～ B

[298] 
円形区画
上段 径 [48] 深さ 14
下段 径 19　深さ 11 
方形区画 
119 × [31] × 13

円形区画
上段　2.3
下段 2.18

方形区画
2.33

三和土と石材で築いた浅い池状の構造物。中央は円形、
東側は方形の構造である。C4 区 SK1 と一体で池にな
ると想定される。

池内構造物

C4 SC2 2 期 B' [66 × 83 × 6] 2.32 東端がわずかに壁になる三和土面。池底と想定される。池底
C4 SC3 3 期 Ｃ [179 × 82] 

方形区画 
　125 × [82] × 18 
円形区画
　径 [52]　深さ 33

方形区画
2.3 ～ 2.9

円形区画
1.96

隅丸方形状の区画の西辺に円形区画が付いた三和土製
モルタル被覆の池底。円形区画は一段下がる。

池底

C4 SF1 1 期 A'
～ B

466 × [161] 2.42 C4 区 SB2 表土層下に続く固く締まった面。SB2 に伴
う地業痕跡と想定される。

地業痕跡

C4 SF2 2 期 A'
～ B

[151 × 58] 2.42 C4 区 SB1 のコンクリート基礎に切られている三和土
面。前代の建物の施設か ?

用途不明

C4 SF3 3 期 B' 上段 18 × 73 × 4
下段 66 × 60 × 24

上段 2.2
下段 2.01

二段に落ち込む三和土で形成された方形区画。上層の
遺構に破壊され、原形は保っていない。C4 区 SW4 に
沿って形成される。

用途不明

C4 SW1 1 期 A'' [518] 2.4 ～ 2.57 大小 2 石前後の石材を横に並べ南北方向へ延びる石列。
上面が不規則な割栗基礎で、上部構造はコンクリート
基礎と想定される。

基礎石列

C4 SW2 1 期 A'' 石列 [372] 
コンクリート
 東側 13 × [78] × 10
 西側 15 × [35] × 15

石列
2.52 ～ 2.57
コンクリート
2.63 ～ 2.69

大小 2 ～ 3 石前後の石材を横に並べ南北方向へ延びる
石列。北端上部に 2 列の直方体のコンクリート基礎を
検出しており、割栗基礎である。

基礎石列

C4 SW3 2 期 A'
～ B

182 × [102] 2.37 ～ 2.41 C4 区 SC1 の西に位置し、「｢」字状に東西方向に延び
る石列。建物の基礎か ?

基礎石列 ?

C4 SW4 2 期
～ 3 期

B 東西列 [498]
南北列 [174]

東西列
2.35 ～ 2.39
南北列

2.32 ～ 2.4

東西方向の石列とそれに直交して南北方向に延びる石
列。

建物基礎

C4 SW5 5 期
～ 6 期

E 東西列 [1868]
　裏込め最大幅 30
南北列 [158]

東西列
  石列

1.69 ～ 1.86
  栗石 

1.65 ～ 1.7
南北列 

1.51 ～ 1.54

2 段程度で石を積み上げて東西に延びる石垣状の石列。
東は C3 区へ断続的に続く。南側には裏込め、北側に
は断続的に栗石が敷かれる。西端の下段下には南北列
を検出した。東西列は「誓願寺」の境界を表す建物も
しくは塀の基礎で、栗石は小路の地業と想定される。
南北列は町屋の何等かの施設の石列と想定される。

寺院境界石列
もしくは塀基
礎・小路栗石・
町屋関連石列

C4 SD1 1 期
～ 3 期

B 長 [539]　深さ 46 1.81 C4 区桝 2・3 及び土管 2 の設置溝。南面は消失。 土管設置溝
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C4 SK1 2 期 B' 三和土部
　北西－南東長 [192]
　幅 20 ～ 50
　深さ [8] 
石材間 幅 88
石材間溝 幅 28
　　　　 深さ 32

三和土部
北西端 2.31
南東端 2.25

石材     2.56

C4 区 SC1 の円形区画の底部を共用し、そこから南東
へカーブを描いて延びる三和土による溝状遺構。南端
は２つの石材により挟まれる。C4 区 SC1 と共に池を
構成し、南側へ排水を行う遺構と想定される。

池底とその排
水溝

C4 SK2 3 期 Ｃ 54 × 34 × 11 2.14 鉄箱が埋置された方形土坑。中心に鉄輪が出土。 用途不明
C4 SK3 3 期 C' 107 × 50 ～ 67 ×

15
1.94 真砂土の充満した方形土坑。C4 区桝 3 掘方に一部切ら

れる。位置と検出状況から C4 区 SF3 築造のための掘
り方と想定される。

掘り方

C4 SK4 3 期 C'' 検出範囲 156 ×
130

2.3 部分的に浅い壁を持つ三和土の構造物。半壊しており、
3 個体に分割され、東側の個体の南西側には甕の口縁
が設置されている。C4 区 SC2・SK1 より下層から検出。

池底

C4 SK5 4 期 C 131 × [87] × 58 　 砂が充満した方形土坑。 地業痕跡 ?
C4 SK6 4 期 C 径 50　深さ [20] 1.88 逆位の甕を設置した円形土坑。甕の底部は抜けている。

掘方からガラス片出土。
排水桝

C4 SK7 3 期 C' 117 × [40] × 10 1.95 浅い長方形土坑。C5 区 SK16 の掘り方。 掘り方
C4 SK8 4 期 C' 長径 92　短径 62

深さ 35
1.47 上層に瓦だまりが形成された楕円形土坑。埋土からも

瓦出土。
廃棄土坑

C4 SK9 4 期 C' 長径 77　短径 [43]
深さ 13

1.7 上層に瓦だまりが形成された楕円形土坑。 廃棄土坑

C4 SK10 5 期 C' 径 73　深さ [33] 1.53 木桶を埋設した円形土坑。 便槽 ?
C4 SK11 4 期 D 72 × 49 × 22 1.68 煉瓦・瓦が出土する方形土坑。 廃棄土坑
C4 SK12 4 期 D 長径 121　短径 87

深さ 32
1.52 瓦片が充満する楕円形土坑。わずかに土器片も出土。 廃棄土坑

C4 SK13 5 期 D 98 × 75 × 38 1.3 砂が充満した方形土坑。 用途不明
C4 SK14 5 期 D' [37 × 45] × 8 1.63 貝が充満した方形土坑。 廃棄土坑もし

く は 地 業 痕
跡 ?

C4 SK15 5 期 E 径 47　深さ 12 1.56 砂が充満した円形土坑。 用途不明
C4 SK16 5 期 E 107 × 21 ～ 53 ×

19
1.49 砂が充満した不定形土坑。 用途不明

C4 SK17 4 期 E 105 × 43 ～ 81 ×
10

1.58 砂が充満した円形土坑。 用途不明

C4 SK18 5 期 E 35 × 49 × 21 1.44 砂が充満した方形土坑。 用途不明
C4 SK19 5 期 E 長径 109　短径 73

　深さ 56
1.03 長円形土坑。火災時の廃棄土坑か。 廃棄土坑

C4 SK20 6 期 F 径 55　深さ 21 1.27 円形土坑。C4 区 SK20 にわずかに切られる。 用途不明
C4 SK21 6 期 F 径 147　深さ 64 0.86 底面に瓦が出土した長円形土坑。瓦は桟瓦主体でわず

かに大型の平瓦。
廃棄土坑

C4 SK22 5 期 E 径 80　深さ [30] 1.32 上層に多量の円礫、下層に比較的大きめの石材が入る
円形土坑。

廃棄土坑

C4 井戸 1 3 期～ B 径 76　深さ [167] 確認できた
底面     0.6

壁面を井戸枠瓦で構成した円形井戸。C4 区土管 1 によ
り上部が一部損壊する。

井戸

C4 P1 3 期 D 長 61
上段長 19   下段径 42
深さ [38]

上段　－ 
下段 1.55

一部に炭土の入る円形ピット。上段が C4 区 P3 とセッ
ト。

用途不明

C4 P2 3 期 D 径 32 － コンクリート片・砂の入る円形ピット。C4 区 P4 とセッ
ト。

用途不明

C4 P3 3 期 D 径 24 － コンクリート片・砂の入る円形ピット。C4 区 P1 上段
とセット。

用途不明
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C4 P4 3 期 D 径 28 － 瓦礫片の入る円形ピット。C4 区 P2 とセット。 用途不明

C4 桝 1 1 期 A 48 × [40 × 46] 2.19 C4 区土管 3 と接続する煉瓦桝。南側調査範囲外からも
土管が接続する。

下水桝

C4 桝 2 1 期
～ 3 期

A'' 65 × 45 × 62 1.76 C4 区土管 2 と接続する長方形煉瓦桝。南側は半壊し
ており、C4 区土管 3 とも接続していた可能性がある。
瓦礫が出土。

下水桝

C4 桝 3 1 期 A'' [83 × 44] × 56 1.95 C4 区土管 2 及び北からの小土管と接続する煉瓦桝。南
側は半壊しており、C4 区土管 3 とも接続していた可能
性がある。瓦礫が出土。

下水桝

C4 桝 4 1 期
～ 3 期

B 54 × 51 × [52] 1.76 C4 区土管 2 と接続する煉瓦桝。C4 区 SW2 により上
部損壊。

下水桝

C4 桝 5 1 期 B 三和土面範囲
　57 × [69] 
桝 57 × [37] × 14

三和土面
北西端 2.21
南西端 2.12

桝底面 2.08

粘土躯体モルタル製の浅い桝と C4 区桝 4 に接続する
排水口を設けたモルタル面で構成される。「菊の湯」の
浴室排水口の下部構造で桝はゴミ受けの役割を持つと
想定される。

排水口

C4 土管 1 1 期 － [431] 西端 2.15
東端 2.02

東西方向に延びる土管列。C4 区井戸 1 の一部を破壊し
ており、C4 区土管 2 より新しい。

下水管

C4 土管 2 1 期
～ 3 期

－ C4 区桝 2・3 間
　114 
C4 区桝 2・4 間
　533 
C4 区桝 4 西側
　[175]

C4 区桝 2・3 間
西端   1.9
東端 1.91

C4 区桝 2・4 間
西端 2.01
東端 1.93 

C4 区桝 4 西側
西端 2.04
東端 2.02

C4 区桝 2・3・4 に付属する土管列。桝 3 から北西区
南東方向に延び、C4 区井戸 1 の北で東西方向に延びる。
井戸を迂回するため C4 区土管 1 より古い。

下水管

C4 土管 3 1 期 － [153] 南端 2.36
北端 2.25

C4 区桝 3 に付属すると想定される南北方向に延びる土
管列。

下水管

C4 甕 1 3 期 C'' 甕径 26　深さ 14
三和土部 [50 × 50]

1.9 C4 区 SK4 の下に位置する逆位で埋設された甕。底部
は抜かれ、上部には穿孔された三和土製の構造物が設
置されている。SK4 とは接続しない。

池の排水桝 ?

C4 甕 2 3 期 C'' 径 58　深さ 23 1.93 口縁の無い上半部のみの大型甕が埋設された遺構。C4
区 SK4 直下に位置するが、残存範囲では接続しない。

池の排水桝 ?

C5 SB1 1 期 A 東西 716
南北最大 [465]

2.65 C4 区 SB1 と同一。C4 区 SW2 から西に C5 区まで続く
コンクリート・煉瓦・モルタル・タイルで構築した構
造物。「菊の湯」の浴室にあたると想定される。

銭湯浴室

C5 SC1 1 期 A 東西 [537]
南北 [93]
高さ [124]

上面 2.56
底面 1.32

東西方向に延び西端で北側に屈折するコンクリート製
の壁。土層から戦後の資料館建設時に造られた土留壁
と想定される。近くの遺構にあったものの転用か ?

土留壁

C5 SC2 1 期 A 直方体部
　75 × 75 × 22
捨てコン部
　106 × 97 × 16

2.34 C5 区 SB1 のコンクリート基礎のうち独立して最下層
に造られたもの。捨てコン部の上に直方体の中央に 4
本の鉄筋が入るコンクリート部が載る。SB1 のうち直
方体直上部の損壊部分にも鉄筋が継続することからコ
ンクリート主柱の基礎と想定される。

主柱基礎

C5 SW1 1 期
～ 2 期

A [887]　高さ 26 2.56 ～ 2.59 C5 区 SW4 の上に築かれた石材及びコンクリートから
なる列。石材、コンクリートともに直方体状に加工され、
削平により断続的に C6 区まで東西に延び、西端は B6
区 SC1 につながる。

境界壁
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C5 SW2 1 期
～ 2 期

A' 東側石列 [389]
西側コンクリート及び石列
　[362]

東側石列
2.53 ～ 2.59
西側コンクリート

2.64
西側石列

2.47 ～ 2.5

南北方向に延びる 2 列の石列。西側石列上には直方体
状のコンクリート列が載る。C5 区 SB1 及びその南西
に位置する住居区画と C6 区 SB2 の境に位置する。

境界壁

C5 SW3 3 期 B 東西 [472]
南北 [49]

2.25 ～ 2.34 C5 区 SD1 を構成する東西列と C5 区 SK17 の西側に続
く南北列からなる石列。東側に一段下がる石列を検出。

建物基礎・排
水溝構成石列

C5 SW4 3 期 C 627　高さ 115 石垣上
2.36 ～ 2.38
石垣底部

1.27 ～ 1.3
境界石上   2.5

C5 区 SW1 直下の東西に延びる石垣。南側には裏込め
を検出。石垣面は北を向き、表面にモルタルが塗られ、
その北側は三和土面になっており炭・灰が出土する。

境界石垣・
燃焼施設壁面

C5 SW5 4 期 C [128] 1.97 ～ 2.13 C5 区 SW4 の南側にわずかに残存する東西方向の石列。
面は南を向く。SW4 築造以前の境界石列か。

境界石列 ?

C5 SW6 3 期 － [141 × 12] の範囲
で確認

2.09 ～ 2.12 C6 区 SW2 直下から検出した東西に延びる石列。検出
範囲では 2 つの石材からなり、南側は調査範囲外に延
びる。東側石材上には南北方向に延びる小土管を検出。
何らかの排水施設か ?

排水施設 ?

C5 SD1 3 期 C? 東西 [1038]
南北 [18]
深さ [19]
掘り方南北 [67]

東端 2.23
西端 2.09

C5 区 SW3 による石組による壁と底面及び土の底面が
断続的に残存する溝状遺構。北側の大半が現代の排水
パイプ溝により消失。

排水溝

C5 SD2 3 期 C? [24 × 67] × 17.5 南端 1.87
北端 1.84
石材上 2.04

西側の石材が 2 つ残存し南北に延びる溝状遺構。C5 区
SD1 から続き、北に曲がる溝か。

排水溝

C5 SK1 1 期 A 煉瓦組施設
 上段 104 × 104 × [28]
 下段 118 × 118 × 12 
コンクリート基礎
 160 × 148 × 15 
三和土・煉瓦面
 [2.98 × 81]

煉瓦組施設
上段 2.25
下段 1.96

コンクリート基礎
1.79

三和土・煉瓦面
西端 2.16
東端 2.08

C4 区 SB1 と同一。中央に方形坑がある煉瓦組の方形
施設。コンクリートで基礎の上に煉瓦施設が載る。東
側には煉瓦痕のある三和土と煉瓦面が広がる。「菊の湯」
燃焼施設で煙道からつながる煙突の基礎部分と想定さ
れる。

煙突基礎

C5 SK2 1 期 A 径 53　深さ [39] 2.11 埋設された甕。 廃棄土坑・
本来は便槽

C5 SK3 1 期 A 71 × [131] × 89 1.62 コンクリートブロックを積み上げ、内部にモルタルを
塗って仕上げた方形槽。底面は北から南へカーブを描
きながら深くなる。被爆瓦礫充満。

廃棄土坑・
本来は便槽

C5 SK4 1 期 A 長径 71　短径 50
深さ 23

2.14 楕円形土坑。被爆瓦礫入る。 廃棄土坑

C5 SK5 1 期 A 長径 59　短径 54
深さ 76
小穴径 6.6　深さ 66

1.75
小穴（確認範囲）

1.69

中央に深い小穴がある楕円形土坑。管井の井戸と想定
される。

ポンプ井戸 ?

C5 SK6 2 期 B 径 [69]　深さ [43] 1.81 甕を埋設した円形土坑。甕の内側には粘土を貼る。瓦
礫が充満。

便槽

C5 SK7 2 期 B 径 [75]　深さ [51] 1.76 甕を埋設した円形土坑。甕の内側には粘土を貼る。瓦
礫が充満。

便槽

C5 SK8 3 期 B 長径 [87]　短径 [58]
深さ 42

2.01 瓦礫の入った楕円形土坑。半壊。 廃棄土坑

C5 SK9 3 期 C 径 84　深さ 47 1.38 円形土坑。半壊。下層に甕の破片出土。 便槽
C5 SK10 3 期 C 径 [67]　深さ 29 1.64 円形土坑。半壊。粗い土入る。 用途不明
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C5 SK11 3 期 C 長径 [104]  短径 [28]
深さ 33

1.6 長円形土坑 ?　半壊。 用途不明

C5 SK12 3 期 B 径 54　深さ [40] 1.84 瓦礫が充満する甕を埋設した円形土坑。 廃棄土坑・
本来は便槽

C5 SK13 3 期 B 幅 [79]　径 67
深さ [25]

2.01 三和土製の円形土坑。煉瓦片出土。 便槽

C5 SK14 4 期 B 径 51　深さ [19] 2.07 円形土坑。 便槽痕跡 ?
C5 SK15 3 期 B 33 × [59] × 17 2.09 三和土成形の方形桝。半壊。C5 区土管 1 が断続的に東

西に延びている。
下水桝

C5 SK16 3 期 B [80] × 54 × [31] 1.97 三和土製の方形桝。底面に陶磁器類出土。 廃棄土坑・
本来は便槽

C5 SK17 3 期 C 径 50　深さ 57 1.83 甕を埋設した円形土坑。 便槽
C5 SK18 3 期 C 径 [32]　深さ 7.8 2.21 三和土製の円形土坑。調査区外南へ続く。池の一部か。池底施設 ?
C5 SK19 2 期 B

～ C
長径 67　短径 42
深さ 6

2.22 漆喰の詰まった浅い楕円形土坑。 廃棄土坑

C5 SK20 3 期 A
～ A'

径 [33]　深さ 18 2.01 円形土坑 ? 瓦礫入る。 廃棄土坑

C5 SK21 4 期 B'' 長径 47　短径 36
深さ 16

1.83 桟瓦のみ入る楕円形土坑。 廃棄土坑

C5 SK22 4 期 B'' 長径 38　短径 29
深さ 12

1.83 瓦・土器類入る楕円形土坑。 廃棄土坑

C5 SK23 4 期 B'' 長径 73　短径 49
深さ 41

1.56 砕石の入る長円形土坑。下層に土器片出土。 廃棄土坑

C5 SK24 4 期 B'' 長径 58　短径 42
深さ 24

1.8 砕石の入る楕円形土坑。 廃棄土坑

C5 SK25 4 期 B'' 39 × 55 × 34 1.65 砕石の入る方形土坑。 廃棄土坑
C5 SK26 5 期 C 長径 62　短径 [26]

深さ 37
1.71 桟瓦が充満する長円形土坑。 廃棄土坑

C5 SK27 3 期 － 長径 102　短径 50
深さ 38

1.21 煉瓦の充満する長円形土坑。SX7 の石材撤去後検出。 廃棄土坑

C5 SK28 4 期
～ 5 期

D 石材範囲
　83 × 77 × [41]
土坑範囲  44 × 44
北側石材
　44 × 16 × 16

土坑底面
1.65

石材上 2.07
北側石材上

1.91

方形土坑状の石組遺構。北側に離れた位置に直方体の
石材を検出。

地下室（穴蔵）

C5 SK29 4 期 C' 径 [78]　深さ 61 1.43 中層に砂が充満する深い円形土坑。 用途不明
C5 SK30 5 期 C' 径 32　深さ 20 1.7 黄色い粘質土が入った円形土坑。 廃棄土坑
C5 SK31 5 期 E 長径 [122]　短径 62

深さ 63
0.71 長円形土坑。陶磁器出土。 廃棄土坑

C5 SK32 5 期 E 長径 138　短径 102
深さ 21

1.13 歪な楕円形土坑。 用途不明

C5 SK33 5 期 E 長径 113　短径 58
深さ 62

0.72 長円形土坑。下層に瓦出土。 廃棄土坑

C5 SK34 6 期 E 長径 90　短径 58
深さ 34

0.99 長円形土坑。 用途不明

C5 SK35 5 期 E 長径 84　短径 51
深さ 48

0.78 長円形土坑。 用途不明

C5 SK36 6 期 E 径 105　深さ 26 1.08 赤土の入った円形土坑。 何かの基礎 ?
C5 SK37 6 期 E' 長径 120　短径 86

深さ 37
0.96 砂が充満する長円形土坑。C5 区 SK33 に切られる。 用途不明

C5 SK38 6 期 E 136 × [83] × 16 1.24 赤土の入った土坑。形状は切られるため不明。 何かの基礎 ?
C5 SK39 6 期 E [69 × 41 × 11] 0.7 方形土坑 ?　未完掘。 用途不明
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C5 SK40 6 期 － 長径 71　短径 58
深さ 48

0.91 楕円形土坑。 用途不明

C5 SK41 6 期 － 長径 85　短径 54
深さ 29

1.03 長円形土坑。 用途不明

C5 SX1 1 期 A 南北 [158] 東西 [116]
の範囲で確認 
溝内　南北 [158]
  南端幅 38 北端幅 24
  深さ [37]
突出部　東西 45
  幅 30　深さ [33]

北端 2.15
南端 2.13

底部に炭が充満する煉瓦による溝状遺構。南東側には
浴室に向かって短く分岐する溝も形成される。「菊の湯」
の燃焼施設の煙道にあたると考えられる。

煙道

C5 SX2 1 期 A 壁 21 × [167 × 34] 
方形区画
　96 × [52 × 9] 
溝状遺構 48 × [138]
溝内
　25 × [141 × 33]

壁 2.64 
方形区画モル
タル面 2.56 
溝状遺構

南端 2.13
北端 2.15

西側の煉瓦積の壁、南側の煉瓦積、床面モルタル塗り
の方形区画、その北側の南西ー北東方向へ延びる溝状
煉瓦遺構からなる。煉瓦壁は「菊の湯」燃焼施設の外
郭壁、方形区画は焚口施設の端部、溝状遺構は煙道で
あると考えられる。

燃焼施設（煙
道含む）

C5 SX3 1 期 A 56 × [147] 
溝内
　30 × [143 × 34]

南端 2.13
北端 2.17

煉瓦を溝状に積み上げ、底部に炭が充満する南北に延
びる溝状遺構。北側は C5 区 SK1 へ向かう煉瓦痕跡に
接続する。底面煉瓦は C5 区 SX1 の本来の底面だった
と想定される北端にしか敷かれていない。燃焼施設の
煙道であると想定される。

煙道

C5 SX4 1 期 A 方形区画
　108 × [109 × 9] 
溝状遺構 52 × [98]
溝内
　35 × [82 × 34]

方形区画モル
タル面　2.46
コンクリート壁

2.58
溝状遺構

2.13

コンクリート・煉瓦・厚い鉄板で構成された方形区画
と底部に炭が充満する南北に延びる煉瓦製の溝状遺構
からなる。方形区画内に配置された煉瓦と溝状遺構の
間の狭い範囲はモルタル面になる。C5 区 SX2 と現代
排水パイプ溝で消失した箇所で合流し、C5 区 SX1 に
接続すると想定される。方形区画は焚口施設の端部、
溝状遺構は煙道であると考えられる。

燃焼施設（煙
道含む）

C5 SX5 1 期
～ 2 期

A 265 × [134] 
東西石列
　[166] × 14

2.5 C5 区 SW2 東側石列の南側とその東に位置する東西に
延びる石列に囲まれた遺構。区画内の大半に橙色土が
敷かれる。石列は境界石列にあたり、東西石列の東端
から南方向へ鈍角に屈曲するラインが被爆時の「橋本
邸」の敷地になると想定される。

民家敷地とそ
の境界

C5 SX6 3 期 － 桝区画 [231 × 120]
方形桝
　57 × 67 × [38] 
溝状遺構 53 × [108]
溝内
　31 × [97 × 30]

桝区画南端煉
瓦面 1.59
方形桝 1.49
溝内  1.67

煉瓦と三和土製の構造物。方形桝とその東西に広がる
区画 a、その南側の C5 区 SW4 との間の区画 b、桝の
北側に接する溝状煉瓦積とで構成される。区画は燃焼
施設の焚口の一角であったと想定される。「缶詰工場」
で使用する機械のためのボイラー施設である可能性が
高い。

燃焼施設（煙
道含む）

C5 SX7 3 期 B 193 × 163 × 88 
底面 136 × 81 
開口部 42 × 54

1.62 石材を積み内部の壁をモルタルで塗り、三和土の床面
を持つ室状遺構。西面には石材と煉瓦を組み合わせた
開口部が設けられる。「缶詰工場」の燃焼施設のための
燃料庫で、開口部は必要な燃料の取り出し口であると
想定される。

燃焼施設燃料
庫

C5 SX8 3 期 B' [98 × 93] × 18 1.44 段状遺構。下段は堅緻な真砂土面になる。 建物基礎 ?

C5 桝 1 1 期
～ 2 期

A 煉瓦部
　48 × 48 × 6
粘土・モルタル部
　49 × 50 × 70

1.76 上部煉瓦 1 段、下部粘土・モルタル製の桝。C5 区土管
3 が東西に接続。

下水桝
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C5 桝 2 2 期 － 石材部
　64 × [20] × [76]
粘土部
　50 × 21 × 35

石材上面
2.47

桝底面 1.86

C5 区土管 3 が東側に接続すると想定される外郭石材、
内郭粘土製の桝。C5 区 SB1 建設時に上部が破壊され
るが、廃絶したか下部のみは機能していたかは、現代
の排水パイプ設置溝により大半が損壊しており不明。

下水桝

C5 桝 3 3 期 － 41 × 47 × [50] 1.88 C5 区土管 2 が東に接続する石材と粘土製の桝。西側に
は土管接続痕跡がなく、C5 区 SD1 側に隙間がある状
態で検出しため、SD1 に開口した排水口の可能性があ
る。

排水口 ?

C5 土管 1 3 期 C [705] の範囲で確認 西端 2.3
東端 2.27

C5 区 SK15 の桝から東西に断続的に接続する細い素焼
きの土管列。SK15 の西側は「V」字状に分岐する。C5
区土管 2 により切られる。

下水管

C5 土管 2 2 期 C [548] の範囲で確認 東端 2.34
西端 2.27

C5 区桝 3 へ接続し東へ延びる太い素焼きの土管列。 下水管

C5 土管 3 1 期
～ 2 期

A [1161] の範囲で確
認
分岐列 [163]

西端 2.17
東端 2.09 
分岐列

南端 2.56
北端 2.19

C5 区桝 1 に付属し、東西に断続的に延びている土管列。
C5 区桝 2 にも接続し、東は C4 区土管 1 との間に想定
される桝へ、西は C6 区土管 1 へ接続すると想定される。
C5 区 SX4 直下に接続部分は消失しているが、分岐し
て南北に延びる土管列も検出。

下水管

C5 土管 4 1 期
～ 2 期

－ [466] の範囲で確認 南端 2.23
北端 2.16

C5 区土管 1 から分岐し、C5 区 SK3 の東側に沿って進
み、SK3 の南側で屈曲し、断続的に南北に延びる土管列。

下水管

C6 SB1 1 期 A 730 × [431] 2.48 C6 区 SW1 の西側から C7 区井戸の手前あたりまでの
構造物を含む区画。東側に C6 区 SB2 から継続する炭
化材が若干出土。「吉川邸」の敷地になると想定される。

民家敷地とそ
の境界

C6 SB2 1 期 A 690 × [466] 2.5 C5 区 SW2 の西列から C6 区 SW1 の東側までの構造物
を含む区画。SW1 と SW2 の間の調査区南側に集中し
て焼土・炭化材が検出され、その中から厠下駄（445・
446）等が出土。「盛本邸」の敷地にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界

C6 SB3 1 期 A [594 × 525]　 コンクリート
上面  2.55
石材最高所 2.1
石材を置いてい
る面 1.69

B6 区 SC1 のコンクリート基礎内の区画。30cm 大の石
材を大量に南面に敷き、砂で埋めている。B6 区桝 1 は
その砂上に造られている。

用途不明

C6 SB4 3 期 B?
～

煉瓦積区画
 [111 × 95 × 58]
三和土面
 [109 × 80] × 12

煉瓦積区画
2.22

三和土面
1.63

C6 区 SW3 西端北側に沿った煉瓦積の構造物とその北
側の溝状の三和土面からなる。煉瓦構造物は段状にな
る。東側は C6 区 SW3 沿いに C5 区 SX6 へつながると
考えられる。「缶詰工場」燃焼施設へ降りる階段と通路
であると想定される。

燃焼施設階段
・通路

C6 SF1 1 期 A 178 × [66] 外郭石材
2.40

排水口 2.29

石材と煉瓦で形成された方形区画と区画内のモルタル
床。半壊。軽石出土。C6 区 SB1 の浴室と想定される。

浴室

C6 SF2 1 期 A [68 × 38] 2.44 損壊が著しいモルタル床面。C6 区 SB1 に付属すると
想定される。排水口のゴミ取り状の鉄製品が出土。

土間

C6 SW1 1 期
～ 2 期

B 南北 [440]
東向き石列 [125]
西向き石列 285

2.33 ～ 2.4 南北列とその北端のわずかな東向き列、北端の手前の
西向き列で構成される石列。

境界石列・
建物基礎

C6 SW2 1 期
～ 2 期

B 東側石列 [123]
西側石列 [341]
石列間石列 59

東側石列
2.41 ～ 2.54
西側石列

2.3 ～ 2.37
石列間石列

2.37

南側が「コ」字状に閉じて南北に 2 列で延びる石列。
南側は調査範囲外になる。

建物基礎
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

C6 SW3 3 期 C [540]　高さ 86 石垣上
2.28 ～ 2.3

石垣底部
1.36 ～ 1.63

C5 区 SW1 直下で東西に延びる石垣。C5 区 SW4 と接
するが 1 列分北へ突出する。石垣面は北を向き、表面
にモルタルが塗られ、石垣沿い下に三和土面痕跡があ
り、炭・灰が出土する。C5 区 SW4 と一連の遺構と想
定される。

境界石垣・
燃焼施設壁面

C6 SW4 3 期 C [231] 2.24 ～ 2.28 東西に延びる 1 段のみの石列。面は南を向き、6 石の
み残存する。

境界石列

C6 SW5 3 期 C 東西 1004 ×南北 84
の範囲から検出

上層
1.69 ～ 2.12

C6 区 SW3 の裏込めになる石群。 石垣裏込

C6 SW6 1 期～
2 期

C' 北列 [270]
南北列 563
南列 [616]

1.66 ～ 1.75 B6 区 SC1 のコンクリート基礎直下になる上面が不規
則な割栗基礎の石列。B6 区へも継続し、「コ」字状に
なる。

コンクリート
壁の基礎

C6 SW7 5 期 D [613] 1.49 ～ 1.77 C6 区堀埋土上に断続的に東西に並ぶ石列。面は北を向
く。

境界石列 ?

C6 SD1 3 期 C 9 × [154] × 5 2.01 一部を直方体の石材に挟まれた細く浅い溝。板状の構
造物の掘り方か ?

用途不明

C6 堀 6 期 D 東西 [3343] の範囲
で確認
北側石垣検出範囲
　[1330] 
C6 区北側石垣高
　[142] 
南側石垣検出範囲
　[3050] 
C6 区南側石垣高
　[79]

北側石垣
上 1.56
下   0.1

南側石垣
上 1.58
下 0.71

石垣が南北 2 列で東西に延びる水路。C6 区から C9 区
にかけて検出。堀の東端は C5 区になる。

寺院の境界水
路

C6 SK1 1 期 A 方形区画 127 × 128
甕　径 50  深さ 37
石列
北 51  中 66  南 62
3 列設置幅 120
モルタルパイプ 径 19
　　　　　深さ [95]

方形区画 石材
2.46

モルタル面
 2.23 ～ 2.36
甕 1.86
石列 北 2.46

 中 2.41
 南 2.41

モルタルパイプ
1.49

石材を方形に配置し、甕を中央に埋置し、区画内をモ
ルタル塗で仕上げた遺構。方形区画の南西隅にはモル
タル製のパイプ状の構造物が設置される。区画の西側
に接して 2 石が東西に並ぶ 3 列の石列が存在する。甕
内には被爆瓦礫が入り、炭化材が南側を中心に出土。

廃棄土坑・
本来は便槽及
び便所基礎

C6 SK2 1 期 A 長径 147　短径 [88]
深さ 69

1.59 被爆瓦礫の入る長円形土坑。戦後の整地時の土坑と想
定される。

廃棄土坑

C6 SK3 1 期 A 長方形区画
　106 × [182]
甕　径 44  深さ 35

長方形区画 SK3
側モルタル面
2.36 ～ 2.27
甕 1.91

石材とモルタルによる長方形区画及び埋置された甕で
構成される遺構。長方形区画は C6 区 SK4 と共用。半壊。
被爆瓦礫が入る。

廃棄土坑・
本来は便槽及
び便所基礎

C6 SK4 1 期 A 長方形区画
　106 × [182]
甕　径 53  深さ 41

長方形区画 SK4
側モルタル面
2.33 ～ 2.15
甕 1.77

石材とモルタルによる長方形区画及び埋置された甕で
構成される遺構。長方形区画は C6 区 SK3 と共用。半壊。
被爆瓦礫が入る。

廃棄土坑・
本来は便槽及
び便所基礎

C6 SK5 1 期 A 径 [100]　深さ 22 2.18 石と粘土で構築した円形土坑の底をモルタル面にした
遺構。厠下駄に対応する便槽の設置場所と想定される。

便槽設置場

C6 SK6 2 期 B 長径 78　短径 51
深さ 48

2.01 瓦の入る楕円形土坑。 廃棄土坑

C6 SK7 2 期 A
～ B

径 56　深さ 44 1.69 甕を埋置した円形土坑。上部損壊。煉瓦や石材が甕周
辺に見られ、方形区画を構成していたものと想定され
るが原位置は保っていない。甕内に瓦礫充満。

廃棄土坑・
本来は便槽
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

C6 SK8 2 期 A'
～ B

[123 × 130] の範
囲で検出
モルタル区画
　101 × 105 × 17
甕　径 45   深さ 59

石材上 2.43
モルタル区画

2.13
甕 1.39

石材と三和土で成形し、モルタルを塗った隅丸方形状
の浅い土坑。底面には底部穿孔をしたホーロー製のボ
ウルを設置した円形の排水口がある。また中段の三和
土面を挟み、下段には底部穿孔した甕を逆位で埋置し
ている。池もしくは手水場で、甕は排水桝であると想
定される。

池もしくは手
水場

C6 SK9 2 期 B 径 94　深さ 80 1.36 瓦が充満する円形土坑。C6 区 SK2 に切られる。 廃棄土坑

C6 SK10 2 期 B 石材間 101 × [69]
土坑 径 51 深さ [29]

2.0 粘土によって成形された甕状の土坑。損壊が著しいが、
周囲の石材による方形区画の存在が想定できる。

便槽

C6 SK11 2 期 B 径 [56]　深さ [23] 1.97 粘土によって成形された桶状の土坑。C6 区 SK5 と現
代の排水パイプ溝により半壊。

便槽

C6 SK12 3 期 C 長径 101　短径 84
深さ 19

1.47 瓦礫や陶磁器片が入る楕円形土坑。底部に穿孔した陶
器片とそれを囲む鉄板片も出土。

廃棄土坑

C6 SK13 3 期 C 長径 68　短径 60
深さ 38

1.55 石材が入る楕円形土坑。 廃棄土坑

C6 SK14 3 期 C 長径 108　短径 69
深さ 37

1.68 大きめの石材に挟まれた長円形土坑。土坑内にも大き
めの石材 2 個が入る。

廃棄土坑

C6 SK15 3 期 C 102 × 124 × 89 1.11 砂が充満する方形土坑。瓦類も出土。 廃棄土坑

C6 SK16 3 期 C' 56 × 59 × [20] 1.9 三和土製の方形桝。上部と底面は破壊される。埋土に
は三和土片やタイル片が入る。

排水桝

C6 SX1 1 期 － 東西石列 [248]
南北石列 67
モルタル面
　22 × [61]
コンクリート列  [112]

東西石列 2.51
南北石列 2.51
モルタル面

2.43
コンクリート列

2.51

C6 区 SW1 石列上に東西に配置した石列とそれに伴い
北側に延びる石列とモルタル面、南に延びる細いコン
クリート列からなる。

用途不明

C6 P1 4 期 D 径 33　深さ 35 1.39 黒色土が入る円形ピット。 柱穴 ?

C6 桝 1 1 期 A 41 × 39 × 33 2.02 上部モルタル塗りの煉瓦桝。西に C6 区土管 3 が、南
東に C6 区桝 2 へ続くと想定される土管が接続する。

下水桝

C6 桝 2 1 期 A 30 × [30 × 13] 2.22 C6 区 SF2 の西に隣接する煉瓦桝。半壊し、南側は調
査範囲外へ続く。接続する土管は確認できなかったが、
C6 区桝 1 の南東に接続し、現代の排水パイプ溝で切ら
れている土管を延長すると本遺構に接続する可能性が
ある。その場合、本遺構の北側、桝 1 へのラインに沿っ
て瓦 3 枚を小端立てた遺構は、土管埋設溝を構成した
ものであるとも考えられる。

下水桝

C6 桝 3 3 期 C 47 × 48 × [14] 1.89 黒色煉瓦桝。C6 区 SX1 及び土管 1 の直下に位置する。
ほとんど損壊し、煉瓦 1 段分のみ残存する。土管 1 は
直上を通るものの接続していない。

下水桝

C6 土管 1 1 期～
2 期

－ [688] の範囲で確認 西端 2.22
東端 2.17

C7 区 SK1 に付属し、東に断続的に延びている土管列。
土管は途中で断絶するが、土管埋設溝で C5 区土管 3
へ接続する。

下水管

C6 土管 2 1 期 － 158 北端 2.33
南端 2.38

C7 区 SK1 に付属し、南南東に延びる土管列。南端の
土管は短く、上方を向いているため、この付近で地上
からの排水を受けていたものと想定される。

下水管

C6 土管 3 1 期 － [132] 北西端 2.1
南東端 2.22
C6 区桝 1 西
側接続土管

2.26

C7 区 SK2 に付属し、南東に延びる土管列。土管埋設
溝痕跡から C6 区桝 1 に接続するものと想定される。

下水管
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C6 土管 4 1 期 － [238]　分岐列 [34] 東端 2.36
西端 2.27
分岐列 2.37

C7 区桝 1 に付属し、東に断続的に延びる土管列。検出
した土管のうち東側のものには南から分岐列が接続し、
接続箇所にモルタルを塗っている。分岐列の南側は調
査範囲外へ延びる。また、土管埋設溝には部分的に三
和土が残存しており、C6 区桝 2 に近い位置にも三和土
を検出しており、土管列の向きもふまえると東側は桝
2 へ接続したものと想定される。

下水管

C7 SW1 1 期
～ 2 期

A [210] × 53 石材上
2.52 ～ 2.55

C8 区 SW1 の東端に載せる形で東西に並ぶ石列。位置
と形状から小路と民家の境界石列と想定される。

境界石列

C7 SW2 3 期 C [147] 2.13 ～ 2.17 C7 区土管 5 の東側に沿って南北に並ぶ石列。4 石が残
存し、面は東の土管側を向く。土管 5 の埋設溝と想定
される。

土管埋設溝

C7 SW3 1 期 － [82] 2.38 ～ 2.4 C7 区土管 2 の西側に沿って南北に並ぶ石列。2 石が残
存する。土管埋設溝の西側を構成するものと考えられ
る。

土管埋設溝構
成石材

C7 堀 6 期 D 東西 [3343] の範囲
で確認 
南側石垣検出範囲
　[3050] 
C7 区南側石垣高　
　[118]

石垣 上 1.58
下   0.4

石垣が南北 2 列で東西に延びる水路。石垣は C6 区か
ら C9 区にかけて検出。C7 区では北列は資料館本館基
礎下へ延びるため消失。

寺院の境界水
路

C7 SK1 1 期
～ 2 期

A 92 × 83 × [48] 
C8 区 SD1 への土管　
　[35]

1.83
C8 区 SD1 への
土管  西端 2.2
　  東端 2.19

煉瓦や瓦などの瓦礫が充満する方形土坑。C6 区土管 1・
2、C7 区土管 3・4、C7 区 SK2 への短い土管列、C8
区 SD1 への破損した土管の計 6 本が接続しており、本
来は煉瓦桝であったと想定される。

廃棄土坑・
本来は下水桝

C7 SK2 1 期
～ 2 期

B 長径 94　短径 59
深さ 70 
C7 区 SK1 への土管列
　[47]

1.42
C7 区 SK1 へ
の土管列

南端 2.14
北端 2.16

煉瓦や瓦などの瓦礫が充満する楕円形土坑。方形の型
痕跡があり、本来は桝があったと想定される。下層に
は瓦が充満しており、桝を造る前の地業痕跡と考えら
れる。C7 区土管 1・3 及び C7 区 SK1 への短い土管
列が付属する。この土管列は北端の方がレベルが高く
なるが、桝の破壊の影響と考えられ、各土管で想定さ
れる流れの方向からも元々は北端へ向けて下がる構造
だったと考えられる。

廃棄土坑・
本来は下水桝

C7 SK3 4 期 C' 径 74　深さ [30] 1.49 粘土で造られた円形土坑。直近に粘土で造られた方形
と想定される壁の一部が残る。便槽施設の一部か ?

便槽 ?

C7 SK4 4 期 C' 103 × 104 × [48] 1.02 方形土坑。瓦礫や石材が廃棄されていた。底部には損
壊が著しいが粘土が検出され、本来は粘土で被覆され
ていた排水桝と想定される。

排水桝

C7 SK5 3 期 B' 径 112　深さ 68 1.3 石片が充満する円形土坑。 廃棄土坑
C7 SK6 3 期 B' 長径 120　短径 89

深さ 55
1.45 石片、コークスくずが充満する楕円形土坑。C7 区 SK5

により切られる。
廃棄土坑

C7 SK7 3 期 B' 長径 71　短径 62
深さ 31

1.67 石片が充満する楕円形土坑。 廃棄土坑

C7 井戸 1 1 期～ A 径 87　深さ [108] 未完掘 0.99 壁面を井戸枠瓦で構成した円形井戸。被爆瓦礫が入る。
未完掘。

井戸

C7 P1 4 期 D 径 24　深さ 22 1.53 黒色土が入る円形ピット。 柱穴 ?
C7 P2 4 期 D 長径 33　短径 27

深さ 30
1.4 黒色土が入る楕円形ピット。 柱穴 ?

C7 桝 1 1 期
～ 2 期

A?
～ B

54 × 51 × [39]　
南への土管列 [51]

1.99
南への土管列

南端 2.39
北端 2.37

煉瓦、瓦、コンクリートブロック、三和土を使用して
成形し、床面にモルタルを塗った方形桝。C6 区土管 4・
C7 区土管 1 と南東隅から南へ延びる土管列が付属す
る。

下水桝
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C7 桝 2 3 期 C 67 × 70 × [24] 1.85 煉瓦桝。検出した上段には平面台形の異形煉瓦を使用。
底面はモルタル塗。上段が損壊しおり、接続する土管
がない。

下水桝

C7 土管 1 1 期
～ 2 期

－ 279　分岐管 [69] 南端 2.24
北端 2.14
分岐管

西端 2.34
東端 2.21

C7 区 SK2 と桝 1 を結んで南北に断続的に延びる土管
列。桝 1 とは土管の横を穿孔した箇所で接続している。
C7 区土管 2 の上を越えて西側へ継続したと想定される
小土管が分岐する。

下水管

C7 土管 2 2 期 － [228] 南端 2.34
北端 2.32

断続的に南北に延びる土管列。延長上には C7 区 SK1
が位置し、本来はそこに接続していたと想定されるが、
検出範囲以外に痕跡が見られず、ある時点で廃絶され
た土管列と考えられる。

下水管

C7 土管 3 1 期
～ 2 期

－ [224] 南西端 2.3
北東端 2.26

C7 区 SK1 に付属し、南西－北東方向に延びる土管列。 下水管

C7 土管 4 1 期
～ 2 期

－ [54] 北端 2.18
南端 2.15

C7 区 SK1 に付属し、北側へ延びる土管列。 下水管

C7 土管 5 3 期 － [64] 南端 2.14
北端 2.13

南西－北東方向へ延びる土管列。残存する土管は少な
いが、土管埋設溝に残存する三和土の方向から、C7 区
桝 2 に接続すると想定される。

下水管

C7 手水石 3 期 C 水鉢  36 × 24 × 19
三和土
　[30 × 16 × 20]

水鉢上面 2.22
三和土下 1.97

墓石の水鉢の西側に粘土構造物を接着した遺構。南側
には C7 区桝 2 が位置することから本遺構も桝であり、
その位置に桝 2 を築造したとも想定できる。

下水桝

C8 SW1 1 期
～ 2 期

A 532 × [113] 
東側区画
214 × [77 ～ 113] 
西側区画
318 × [38 ～ 113]

石列上面
2.37 ～ 2.44
東側区画 モル
タル面   2.39
石材上面
2.37 ～ 2.41
西側区画石
材上面
2.34 ～ 2.44

東西に延びる石列、その両端から北側に直角に曲がる
石列、東西石列の中央やや東よりから北に延びる石列
からなる。石列が構成する東側区画の一部にはモルタ
ル床面が残存し、その東側に直方体の石材を敷き詰め
ている。西側区画では大小の直方体石材 4 点を埋設し
ている。石列は建物の布基礎であり、南側の石列につ
いては C7 区 SW1 と同様、小路との境界石列の役目を
兼ねており、「千野邸」の敷地になると想定される。

民家敷地とそ
の境界・建物
基礎

C8 SW2 1 期～
5 期 ?

C [ 719] 上段石材
2.58 ～ 2.63
下段石材
2.31 ～ 2.44

東西に延びる石列で面は北向きである。列中央付近の
5 石のみ 2 段になる。本来は全体に上段があり、上面
レベルを揃える意識がされた石列だったと想定できる。

「誓願寺庫裡」の北側の布基礎にあたる石列であると考
えられる。

寺院建物基礎

C8 SW3 5 期
～ 6 期

－ [447]　高さ [41]　
堀南側石垣との幅
　85

石垣
  上 1.35
  下

0.82 ～ 0.98

C8 区堀内埋土に東西に配置された石垣。面は南向きで
数段残存する。堀の石垣上段との間は溝状になってい
たと想定される。石垣は境界を示すもので溝は小路や
水路と考えられる。

境界石垣 ?

C8 SW4 1 期～
5 期 ?

－ [139 × 30] の範囲
で確認

1.85 ～ 2.1 真砂土主体の粘質土で固められた小礫が集まる遺構。
「誓願寺庫裡」の柱礎石の根石と想定される。

寺院建物基礎

C8 SW5 4 期 D 東西 1148  南北 [360]
の範囲で確認

1.27 ～ 1.5 多量の大小の礫の集積面が広がる遺構。C8 区 SW3 の
廃絶に伴う周辺の地業痕跡と考えられる。

地業痕跡

C8 道路 1 期
～ 3 期

－ 東西 [1368] の範囲
で確認 
南北最大幅 [126]

2.35 ～ 2.43 C7 区 SW3 から西へ向かって C8 区 SD1 に沿って検出
した堅緻な面。その位置から「誓願寺」と民家の間の
小路であると想定される。

小路

C8 SD1 1 期
～ 3 期

A 東西 [1911] の範囲
で確認 
幅 25 ～ 36
深さ [14 ～ 18]

西端 2.38
東端 2.09

C7 区 SK1 から C8 区桝 1・2 を経て東西に延びる溝状
遺構。西端は現代の排水パイプ溝により切られる。桝
を結ぶことから土管設置溝と考えられ、SK1 に直接接
続する土管以外は抜き取られたと想定される。

土管設置溝
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

C8 堀 6 期 D 東西 [3343] の範囲
で確認 
南側石垣検出範囲
　[3050] 
C8 区南側石垣高　
　[133]

石垣   上 1.8
下 0.4

石垣が南北 2 列で東西に延びる水路。C6 区から C9 区
にかけて検出。C8 区では北列は資料館本館基礎下へ延
びるため消失。

寺院の境界水
路

C8 SK1 2 期 B 144 × [62] × 89 1.44 石片が充満した方形土坑。現代の排水パイプにより切
られる。

廃棄土坑

C8 SK2 2 期 B 長径 128　短径 78
深さ 86

1.36 石片が充満した楕円形土坑。現代の排水パイプにより
切られる。

廃棄土坑

C8 SK3 2 期 B 径 86　深さ 50 1.68 石片が充満した円形土坑。 廃棄土坑
C8 SK4 2 期 B 径 126　深さ 54 1.52 石片が充満した円形土坑。 廃棄土坑
C8 SK5 3 期 B ～ 長径 165　短径 108

深さ 69
1.28 炭化物が充満した楕円形土坑。C8 区 SK3 の下層から

検出。
廃棄土坑

C8 SK6 2 期 B 長径 153　短径 [67]
深さ 38

1.89 瓦礫の入る長円形土坑。C8 区桝 1 に切られる。 廃棄土坑

C8 SK7 3 期 B 170 × 57 × 105 1.23 石片が充満した方形土坑。現代の排水パイプ溝により
切られる。

廃棄土坑

C8 SK8 3 期 B 166 × [27 × 48] 1.69 石片が充満した方形土坑。現代の排水パイプ溝により
切られる。

廃棄土坑

C8 SK9 2 期 B 39 × [49] × 32　 1.75 方形土坑 ?　D8 区防空壕の掘り方に切られる。 用途不明
C8 SK10 3 期 B' [123 × 39] × 27 1.77 方形土坑 ?　D8 区防空壕と D8 区 SK9 に切られる。 用途不明
C8 SK11 3 期 C 径 86　深さ 22 1.78 上層に炭化物、下層に石片が充満した円形土坑。 廃棄土坑
C8 SK12 3 期 C [95 × 29] の範囲で

検出　深さ 56
1.48 瓦礫や石片の充満する土坑。西側は D8 区防空壕掘り

方に切られ、南側は調査範囲外へ続く。
廃棄土坑

C8 SK13 3 期 C' 72 × 85 × [15] 1.54 瓦礫の入る方形土坑。C8 区 SK14 上に位置する。 廃棄土坑
C8 SK14 3 期 C' 618 × 168 × 38 1.21 瓦礫の入る長方形土坑。 廃棄土坑
C8 SK15 4 期 D 長径 85　短径 76

深さ [15]
1.47 瓦礫の入る楕円形土坑。中心に被熱した焼土塊出土。

埋土から「誓」字の墨書入り陶器（715）出土。
廃棄土坑

C8 桝 1 1 期
～ 3 期

A 69 × 50 × 33 2.07 C8 区 SD1 が東西に接続する煉瓦桝。半壊しており、
煉瓦は底部の一部のみ残存。北辺東側に北向きに延び
る土管が付属し、北辺西側には、その位置から接続が
想定される小土管を検出。

下水桝

C8 桝 2 1 期
～ 3 期

A 51 × [41 × 24] 2.06 C8 区 SD1 が東西に接続する桝。三和土のみ残存する
が本来は煉瓦桝であったと想定される。

下水桝

C8 P1 3 期 B' 長径 46　深さ 20 2.03 黒褐色土が詰まる円形ピット。建物の建設に伴う足場
等の痕跡か ?

柱穴 ?

C8 P2 3 期 B' 長径 52　短径 46
深さ 31

1.95 黒褐色土が詰まる円形ピット。建物の建設に伴う足場
等の痕跡か ?

柱穴 ?

C8 P3 3 期 B' 長径 35　短径 29
深さ 29

1.96 黒褐色土が詰まる円形ピット。建物の建設に伴う足場
等の痕跡か ?

柱穴 ?

C8 P4 3 期 B' 径 20　深さ 23 1.98 黒褐色土が詰まる円形ピット。建物の建設に伴う足場
等の痕跡か ?

柱穴 ?

C8 P5 3 期 B' 長径 31　短径 25
深さ 10

2.15 黒褐色土が詰まる円形ピット。建物の建設に伴う足場
等の痕跡か ?

柱穴 ?

C8 P6 3 期 B' 径 40　深さ 22 1.99 黒褐色土が詰まる円形ピット。建物の建設に伴う足場
等の痕跡か ?

柱穴 ?

C8 P7 3 期 B' 径 43　深さ 21 2.0 黒褐色土が詰まる円形ピット。建物の建設に伴う足場
等の痕跡か ?

柱穴 ?

C8 P8 3 期 C 径 25　深さ 25 1.96 黒褐色土が詰まる円形ピット。建物の建設に伴う足場
等の痕跡か ?

柱穴 ?
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

C9 SF1 1 期
～ 2 期

A [109 × 50] の範囲
で確認

2.58 モルタル床面。損壊が著しいが南辺は直線ラインを維
持しており、南側に煉瓦や石材などが存在していたと
想定される。C9 区井戸 1 に近接することから井戸施設
の床面である可能性が考えられる。

井戸関連施設

C9 SW1 4 期 D [490] 1.55 ～ 1.7 東西に延びる多量の大小の礫の集積列。C9 区 SW2 の
廃絶に伴う周辺の地業痕跡と考えられる。

地業痕跡

C9 SW2 5 期～
6 期 ?

E [507]　高さ [41] 石材
  上 1.61
  下

1.25 ～ 1.38

C9 区堀内埋土に東西に配置された集積した礫による石
列。C8 区 SW3 と同様の境界を示す石垣の裏込めで、
C9 区堀上段との間の溝は小路や水路のような性格があ
ると考えられる。

境界石垣裏込
め ?

C9 SW3 1 期
～ 6 期

－ [181 × 48] の範囲
で確認

1.79 ～ 2.4 真砂土主体の粘質土で固められた小礫が集まる遺構。
「誓願寺庫裡」の柱礎石の根石と想定される。

寺院建物基礎

C9 SW4 1 期
～ 6 期

－ [126 × 52] の範囲
で確認

1.81 ～ 2.39 真砂土主体の粘質土で固められた小礫が集まる遺構。
「誓願寺庫裡」の柱礎石の根石と想定される。

寺院建物基礎

C9 SW5 1 期
～ 6 期

－ [178 × 75] の範囲
で確認

1.85 ～ 2.1 真砂土主体の粘質土で固められた小礫が集まる遺構。
「誓願寺庫裡」の柱礎石の根石と想定される。

寺院建物基礎

C9 SW6 1 期
～ 6 期

－ [114 × 46] の範囲
で確認

1.96 ～ 2.14 真砂土主体の粘質土で固められた小礫が集まる遺構。
「誓願寺庫裡」の柱礎石の根石と想定される。

寺院建物基礎

C9 SW7 1 期
～ 2 期

A 東西 [572] の範囲
で確認 
コンクリート壁
127 × 15 × 87

2.39 ～ 2.4
コンクリー
ト壁

上面 2.52
底面 1.65

C8 区 SD1 の北側に平行して断続的に東西に延びる石
列。北側は資料館本館基礎掘り方で消失する。残存範
囲のやや西寄り北側には損壊したコンクリート壁が残
存。位置と形状から石列は建物の布基礎であり、「千野
邸」か「長沢邸」の境界石列を兼ねていたと考えられる。

民家敷地とそ
の境界・建物
基礎

C9 堀 6 期 D 東西 [3343] の範囲
で確認 
南側石垣検出範囲
　[3050] 
C9 区南側石垣高
　[70]

石垣 上 1.29
下 0.61

石垣が南北 2 列で東西に延びる水路。C6 区から C9 区
にかけて検出。C9 区では北列は資料館本館基礎下へ延
びるため消失。

寺院の境界水
路

C9 SK1 2 期 A 163 × [94] × 43 2.14 不定形土坑。陶器や石材などが入る。 廃棄土坑
C9 SK2 3 期

～ 4 期
C 径 55　深さ [46] 1.7 甕が埋置された円形土坑。上部は損壊。 便槽

C9 井戸 1 1 期～ A 径 79　深さ [202] 0.53 までは
確認

壁面を井戸枠瓦で構成した円形井戸。磚は赤土粘土で
貼り付けている。被爆瓦礫は上層のみに検出されるた
め、被爆時には廃絶し、井戸跡として残存するが大半
が埋められていたと想定される。その位置から「誓願
寺庫裡」に伴う井戸と考えられる。底部は未完掘。

井戸

C9 SX1 3 期 C [473 × 123] の範
囲で確認

2.06 ～ 2.17 瓦と礫が集積した面。地業痕跡と想定される。 地業痕跡

C9 P1 1 期
～ 2 期

A 径 28　深さ [13] 2.46 円形ピット。C9 区井戸に近接することから井戸に関連
した施設の柱穴と想定される。

井戸関連施設

C9 桝 1 1 期
～ 3 期

A 54 × 47 × [14] 
北側小土管 [26] 
北東側小土管 [21]

2.26
北側小土管

2.48
北東側小土管

2.45

煉瓦桝。半壊して上部は失われており、直接接続する
土管はないが、北側と北東側に損壊した小土管が桝に
向いた形で出土。

下水桝

D3 SB1 1 期 A 848 × 581 2.7 北を C3 区 SD1、東を D3 区 SD1、西を C3 区 SF3、南
を D3 区 SD5 下段に囲まれた区画。西側は調査範囲外
に広がる。位置から「山迫邸（パン屋・戦時は牛乳配給）」
の敷地にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界



─　122　─

区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
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D3 SB2 1 期 A [271 × 143] 2.74 北を D3 区 SD5 上段、東を D3 区 SD1 に囲まれた区画。
南西側は調査範囲外に広がる。位置から「廣本邸（理
髪店）」の敷地にあたると想定される。

民家敷地とそ
の境界

D3 SB3 2 期 B [713] × 581 2.48 D3 区 SB1 の下層から検出した、D3 区 SD5 下段と D3
区 SW3 に囲まれた区画。SB1 以前の民家敷地もしく
は建物敷地にあたると想定される。

民家敷地もし
くは建物敷地
とその境界

D3 SF1 1 期 A 東西 [332]　南北
[317] の範囲で確認

2.53 ～ 2.69 D3 区 SB1 内の北側に広がるモルタル床面。一部に炭
が付着し、モルタル面の直下の三和土面には被熱によ
り赤く変色している箇所がある。証言から本遺構を含
む土間が D3 区 SB1 の店舗部分であったことが判明。

土間

D3 SW1 3 期
～ 7 期 

B
～ G

東西列 [260] 
南北列 [313] 
根石面からの高さ
　94 
三和土面からの高さ
　31

最上段
  東西列
 2.53 ～ 2.56
  南北列 2.58
最下段根石
  東西列
 1.53 ～ 1.58

  南北列
 1.35 ～ 1.52

材木町筋に沿って北東－南西方向に延びる南北列とそ
の北端から直角に西に延びる東西列からなる石列。東
西列は南北列よりわずかに東に突出する。G 面から連
綿と同位置にあるが、数度の作り替えが想定される。
本来は「誓願寺」の境内域を示す境界石列で塀の布基
礎を兼ねていたと想定される。境内域の縮小に伴い、
民家の布基礎を兼ねた境界石列に転用されたと考えら
れる。

寺院境内域境
界石列・塀基
礎・民家境界
石列に転用

D3 SW2 6 期
～ 7 期

F
～ G

北列 [588]
東列 513
南列 [260]

北列
1.51 ～ 1.6

東列
1.51 ～ 1.6

南列
1.56 ～ 1.79

D3 区 SW1 の北側に接して東西に延びる南列、北東－
南西方向に延びる東列、C3 区 SW3 南列に接して東西
に延びる北列からなる石列。東列と南列の一部は材木
町筋との境界石列と想定される。全体の用途は判然と
しないが、方形区画になると想定されることから建物
の区画を示す石列の可能性が考えられる。

寺院境界石列
・建物区画 ?

D3 SW3 2 期
～ 3 期

－ 南北 353
東西 [713]

2.35 ～ 2.52 材木町筋に沿って北東－南西方向に断続的に延びる石
列とその北端から西側に向かって点在する板石群。南
北石列は何らかの施設の基礎、板石群は建物の布基礎
もしくはその下層の基礎であると考えられる。また本
遺構の区画内及び東側の D3 区 SD1 までは土間と想定
される。

建物基礎・施
設基礎及び土
間

D3 SD1 1 期
～ 2 期

A 南側 [282]
屈曲部 [84]
北側 [599] 
溝幅 21
深さ 13 ～ 15　

東石列
2.6 ～ 2.65

西石列
2.59 ～ 2.68
モルタル面

南端 2.57
北端 2.45

材木町筋道路の西端に沿って、北東－南西方向に直方
体石材による石列を 2 列並べ、間をモルタル面にした
溝状遺構。モルタル面の一部では猫の足跡を検出。西
列は民家敷地の境界で、D3 区 SB1・SB2・SB3 の建物
の布基礎を兼ねていたと想定される。東列は道路の縁
石にあたり、両石列とモルタル面が道路側溝であると
考えられる。

道路側溝・道
路縁石・民家
境界石列・建
物基礎

D3 SD2 1 期
～ 2 期

B 桝西側
  28 × [295] × 30 
土管　西列 [295]
　　　東列 [66]

溝状遺構
1.76

土管西列
 西端 2.03
 東端 1.96

土管東列
 西端 1.91
 東端 1.78

D3 区桝 1 に付属する土管列を伴い、桝を挟んで東西
に延びる溝状遺構。西側、東側は調査範囲外へ延び、
D3 区 SK1 に西側上面を切られる。位置と検出状況か
ら土管設置溝と想定される。土管列は桝の東西に接続
し、東列は東に向かって急に傾斜することとその位置
から、土管本管に接続すると考えられる。西列は桝に
直接接続するもの以外は素焼きである。

下水管設置溝

D3 SD3 4 期
～ 5 期

D [476] × 38 × 17 1.79 ～ 1.93 北東－南西方向に延びる溝状遺構とその内部に断続
的に続く礫による石列。SW1 の東列に継続して続き、
SW1 より小規模な境界石列が継続していたものと想定
される。簡易な塀の基礎があった可能性も考えられる。

寺院境界石列
・塀基礎 ?
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

D3 SD4 4 期
～ 5 期

D [797] × 46 × 13 1.72 ～ 1.86 北東－南西方向に延びる溝状遺構とその内部に断続的
に続く礫による石列。北は C3 区 SD4 に続く。南は D3
区 SW3 の東側まで延びる。材木町筋の道路沿いの寺
院敷地の境界石列と側溝西側の縁石列の掘り方にあた
り、A3 区 SW2・B3 区 SW3 に対応すると考えられる。

境界石列・道
路縁石の掘り
方

D3 SD5 1 期
～ 2 期

A 84 × [261] 
深さ 上段 18 ～ 26
　　 下段 8 ～ 20

上段 2.4
下段 2.27

D3 区 SD1 に直交して西側に延びる溝状遺構。2 段に
形成された溝が延び、北側の下段内には直方体石材を
2 個検出し、南側の上段内には陶器甕の底部が出土し
た。位置や検出状況から、D3 区 SB1 と SB2 の境界に
あたる石列の設置溝と想定され、石列は建物の布基礎
を兼ねていたと想定される。

境界石列・建
物基礎設置溝

D3 SK1 1 期 A [186] × 101 × 70 2.04 大量の牛乳瓶を含む被爆瓦礫が充満する方形土坑。証
言から家庭用の簡易防空壕であることが判明。

廃棄土坑・
本来は民家の
防空壕

D3 SK2 1 期 A 楕円形土坑
 長径 151　短径 87
 深さ 50 
不定形土坑
 [108] × 92 の範囲
で確認　深さ 11

楕円形土坑
1.98

不定形土坑
2.49

被爆瓦礫が充満する楕円形土坑とその南西側に浅く続
く不定形土坑。西側は調査範囲外へ延びる。戦後整地
時の廃棄土坑と想定される。

廃棄土坑

D3 SK3 1 期 A 長径 [199]　短径 [83]
深さ 132

－ コンクリートやアスファルトの瓦礫が入る歪な楕円形
土坑。東側、南側は調査範囲外へ延びる。西側掘り方
にはきれいなカーブを描いた箇所があり、ピット状の
掘り方ラインも見られる。材木町筋道路面を壊して掘
りこまれるため、戦後の何かの工事痕跡と想定される。

戦後の工事痕
跡

D3 SK4 2 期 B 96 × 86 × 74 1.86 陶磁器片が入る方形土坑。北西側は D3 区 SK2 に切ら
れる。D3 区 SK5 が東側に隣接しており、本来は 2 基
で地下室として機能していた可能性が考えられる。

廃棄土坑・
本来は地下室

（穴蔵）

D3 SK5 2 期 B 81 × 74 × 78 1.64 陶磁器片、瓦片が入る方形土坑。薄い鉄板片出土。D3
区 SK4 が西側に隣接しており、本来は 2 基で地下室と
して機能していた可能性が考えられる。

廃棄土坑・
本来は地下室

（穴蔵）

D3 SK6 5 期 C 径 44　深さ 22 1.99 歪な円形土坑。 用途不明

D3 SK7 5 期 C 径 78　深さ 38 1.87 底部に陶磁器片や礫が出土する円形土坑。 廃棄土坑

D3 SK8 5 期 Ｄ [144] × [467] × 115 0.8 砂が充満する大型溝状遺構。西側は調査範囲外へ広が
る。地業痕跡の可能性が考えられる。

地業痕跡 ?

D3 SK9 5 期 D [186 × 112] × 67 1.2 陶磁器片が入る方形土坑。D3 区 SK8 に切られる。 廃棄土坑

D3 SK10 5 期 D 長径 57　短径 41
深さ 14

1.76 楕円形土坑。 用途不明

D3 SK11 5 期 D 径 [49]　深さ 16 1.85 礫が入る円形土坑。 廃棄土坑

D3 SK12 2 期 C
～ D

83 × 63 × 61 1.77 内部に木製桝と土師質土器を設置した方形土坑。底面
に木製桝と考えられる板材を検出。桝上には、円筒形
土師質土器を内部に置いた火鉢が置かれ、桝の裏込
めから、ガラス瓶 2 本（998 他 1 点）が出土。D3 区
SB3 に伴う地下室と想定される。

地下室（穴蔵）

D3 桝 1 1 期
～ 2 期

B モルタル部
　48 × 51 × 2 
煉瓦部
　48 × 51 × 86

1.6 D3 区 SD2 に伴う土管列が付属する煉瓦桝。最上段は
モルタル面になる。

下水桝
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区域 遺構名 想定時期 検出面 計測値（cm）
[ 残存値 ]

標高（ｍ） 
[ 段がある場合は底面標高 ] 内容等 遺構の性格

D8 防空壕 1 期 A 方形土坑
 238 × 180 × [90] 
北側階段部
 48 ～ 76 × [130]

0.86 ～ 0.9
階段

1 段目 1.06
2 段目 1.24

方形に掘りこまれて築造された防空壕。北西側に北側
に開口する入口とそこから中に入る階段を 3 段分検出。
構造から小型地下式防空壕であると想定される。

防空壕

D8 SW1 1 期
～ 6 期

A [189] 石材上面
2.48 ～ 2.54

東西に延び、調査範囲外へ続く 2 段の石列。面は北を
向く。南側には D8 区 SK2・3 が隣接する。「誓願寺庫裡」
の東面北側に付属する建物の布基礎で SK2・3 の時期
には便所が設置されていたと想定される。

寺院建物基礎

D8 SW2 1 期
～ 6 期

B ～ 石材  85 × 143 × 45 
小礫遺構 192 × 211
の範囲で確認

石材上面
2.42

小礫遺構
1.81 ～ 2.16

真砂土主体の粘質土で固められた小礫の集積の上段に
巨大な石材が載る遺構。「誓願寺庫裡」の柱礎石と下層
に敷かれた地業のための根石と想定される。

寺院建物基礎

D8 SW3 1 期
～ 6 期

B ～ [159 × 115] の範
囲で確認

1.67 ～ 2.1 真砂土主体の粘質土で固められた小礫が集まる遺構。
「誓願寺庫裡」の柱礎石の根石と想定される。

寺院建物基礎

D8 SW4 1 期
～ 6 期

－ [183 × 88] の範囲
で確認

1.79 ～ 2.08 真砂土主体の粘質土で固められた小礫が集まる遺構。
「誓願寺庫裡」の柱礎石の根石と想定される。

寺院建物基礎

D8 SK1 1 期 A [412 × 345] の範囲
で確認 
東西土坑
 [412] × 241 × 110 
南北土坑
 175 × [143] × 49

東西土坑
上段 1.32
下段   1.2

南北土坑
1.79

調査範囲外の西から東へ延び、東端で角度を南へ変え、
調査範囲外に延びる大型の溝状土坑。東西ラインでは
砂が充満し、南北ラインでは被爆瓦礫が含まれる。埋
土が砂のため切り合いが明確ではないが別土坑である
可能性が高い。その場合、南北ラインの土坑が被爆後
の廃棄土坑で、東西ラインの土坑は用途は不明だが、
それよりも新しい土坑であると考えられる。

用途不明土坑
・廃棄土坑

D8 SK2 1 期
～ 2 期

A 径 [50]　深さ [20] 2.12 甕を埋置した円形土坑。半壊。 便槽

D8 SK3 1 期
～ 2 期

A 径 [48]　深さ [18] 2.09 甕を埋置した円形土坑。半壊。周辺に漆喰を検出。瓦片、
磁器片、銅製品出土。

便槽

D8 SK4 2 期 B [86 × 58 × 51] 1.84 漆喰で固めた長方形土坑。D8 区 SW1 の石材面も利用
して形成される。東側は調査範囲外へ延び、北側は D8
区防空壕に切られる。西辺外側に石材や粘土を検出。
埋土には本遺構のものと考えられる背面に粘土が付着
した漆喰片が充満する。

便槽 ?

D8 SK5 2 期 B 径 63　深さ [31] 1.83 逆位にした甕の一部が埋置された円形土坑。埋土には
小瓦礫が充満。雨水枡か ?

雨水枡 ?

D8 SK6 3 期 C ～ 径 [39]　深さ [10] 1.7 浅い円形土坑。D8 区 SK7 の西側に隣接する。その位
置から本来は甕を埋置した便槽であると想定される。

便槽 ?

D8 SK7 3 期 C ～ 径 64　深さ [15] 1.64 甕を埋置した円形土坑。D8 区 SK4 直下に位置し、甕
は底部のみ残存。便槽と想定される。

便槽

D8 SX1 1 期
～ 6 期

A [92 × 120] の範囲
で確認

2.26 ～ 2.34 石材が集まり、焼土が検出される面。位置から「誓願
寺庫裡」の床面基礎となる地業であると想定される。
焼土は被爆により生じたものと考えられる。

地業痕跡
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第 2 表　墓観察表

区域 遺構名 想定時期 計測値（cm）
[ 残存値 ]

底面標高
（ｍ） 内　容　等

A5 墓 1 ①期 外郭部 81 × 81
納骨室内法 30 × 37 × [12]

2.19 コンクリート製の外郭部と納骨室のみ残存。納骨室の直下に息抜き用
の埋甕を埋設。骨壺蓋破片墨書あり「木村〇〇 昭和二年三月十七日 死
亡」。

A5 墓 2 ①期 外郭部 81 × [48]
納骨室内法 41 × [31 × 2]

2.3 A5 区墓 1 と隣接。コンクリート製の外郭部と納骨室の一部のみ残存。

A5 墓 3 ①期 外郭部 105 × 97
納骨室内法  径 37  深さ 24

1.98 石材を躯体にしてモルタルを塗った中に甕底を設置して納骨室として
いる。納骨室底部甕底に息抜き穴。

A5 墓 4 ①期 納骨室内法 28 × 37 × [20] 2.08 4 つの石材を組んだ納骨室のみ残存。墓石転用、「明治七年六月十日没」
「嘉永七甲寅正月十七日」「寛政三辛亥年」「文政五壬牛二月三日」等の
文字あり。納骨室底部に息抜き穴。

A5 墓 5 ①期 納骨室内法 96 × 77 × [40] 1.94
1.83

納骨用方形土坑のみ残存。骨壺 8。仕切り用石材 1。それを境に床面
レベルに差がある。

A5 墓 6 ①期 納骨室内法 [41 × 11 × 4] 2.26 粘土と煉瓦で築いた納骨室の一部のみ残存。
A5 墓 7 ①期 80 × 80 × [19]　 1.91 納骨用方形土坑。土坑埋土上にバラスを敷いている。
A5 墓 8 ①期 径 53　深さ [12] 1.97 白漆喰の枠とすり鉢状の土坑で構成される納骨室の痕跡のみ残る。
A5 墓 9 ②期 長径 [55] 短径 41 深さ [17] 1.94 納骨用楕円形土坑。
A5 墓 10 ②期 径 63　深さ [24] 1.88 納骨用円形土坑。
A5 墓 11 ②期 106 × [95] × [11] 2.09 煉瓦を組み込んだ納骨用方形土坑。焼土充満。磁器 (48)。
A5 墓 12 ②期 － 1.86 納骨用方形土坑。A5 区墓 5 により削平される。
A5 墓 13 ②期 60 × 55 × [12] 1.89 納骨用方形土坑。
A5 墓 14 ②期 39 × 30 × [9]　 2.06 納骨用方形土坑。磁器 (49)。
A5 墓 15 ②期 56 × [31 × 9]　 2.06 納骨用方形土坑。
A5 墓 16 ②期 長径 55  短径 39  深さ [12] 2.02 納骨用楕円形土坑内に炭、真砂充満。骨壺 3。
A5 墓 17 ②期 径 34　深さ [18] 1.88 納骨用円形土坑。炭充満。磁器 (50・51)。
A5 墓 18 ②期 長径 82  短径 30  深さ [12] 1.96 納骨用方形土坑内に炭、真砂充満。骨壺。
A5 墓 19 ②期 47 × 32 × 18 1.89 納骨用方形土坑。
A5 墓 20 ②期 径 25　深さ [9] 1.99 納骨用円形土坑。
A5 墓 21 ②期 径 33　深さ 12 1.98 納骨用円形土坑。
A5 墓 22 ②期 径 22　深さ 6 2.04 納骨用円形土坑。
A5 墓 23 ②期 径 25　深さ [10] 1.98 納骨用円形土坑。
A5 墓 24 ②期 径 29　深さ 11 1.95 納骨用円形土坑。
A5 墓 25 ②期 長径 32　短径 21　深さ [9] 2.0 納骨用円形土坑。
A5 墓 26 ②期 径 25　深さ [8] 2.0 納骨用円形土坑。
A5 墓 27 ②期 49 × 51 × 20 1.87 納骨用方形土坑。
A5 墓 28 ②期 65 × 43 × [15] 1.76 納骨用方形土坑。炭化物充満。陶磁器 (52・53)。
A5 墓 29 ②期 － 2.19 骨壺のみ検出。
A5 墓 30 ②期 － 2 骨壺のみ検出。骨壺 2。
A5 墓 31 ③期 － 1.74 骨壺のみ検出。骨壺 2。
A5 墓 32 ③期 59 × [46] × 24 1.69 納骨用方形土坑。土坑内に赤土を充満させる。中央 2 か所を不定形に

掘っており、1 か所には土、もう 1 か所には炭化物混じりの暗褐色土
が入る。

A5 墓 33 ③期 径 54　深さ [26] 1.62 納骨用円形土坑。陶器 (54)。
A5 墓 34 ③期 径 46　深さ [25] 1.6 納骨用円形土坑。
A5 墓 35 ③期 径 38　深さ [20] 1.62 納骨用円形土坑。
A5 墓 36 ③期 径 37　深さ [20] 1.65 納骨用円形土坑。
A5 墓 37 ③期 46 × 40 × [23] 1.61 納骨用方形土坑。
A5 墓 38 ③期 － 1.81 骨壺のみ、A5 区墓 42 の埋土に入る形で検出。
A5 墓 39 ③期 － 1.65 骨壺のみ検出。
A5 墓 40 ③期 径 61　深さ [46] 1.09 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。陶器 (55)。
A5 墓 41 ③期 径 54  深さ [27]  桶底径 44 1.22 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。未完掘。
A5 墓 42 ③期 径 60　深さ [12] 1.41 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 43 ③期 径 56  深さ [19]  桶底径 46 1.3 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。土師質皿 (841)。
A5 墓 44 ③期 径 53  深さ [53]  桶底径 45 1.29 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。埋土上層は石材や漆喰が入る。
A5 墓 45 ③期 方形土坑 [125 × 92 × 3]

木棺墓径 58　深さ [32]
1.16 墓の上部構造痕跡と考えられる浅い方形土坑内の円形木棺（早桶）墓。

人骨。棺桶。
A5 墓 46 ④期 径 58　深さ 62 1.23 甕棺墓。人骨。甕内に蓋材一部残存。甕底部穿孔の後、円形板で塞ぐ。
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区域 遺構名 想定時期 計測値（cm）
[ 残存値 ]

底面標高
（ｍ） 内　容　等

A5 墓 47 ①期
～④期

上層掘り方 156 × [168]
内側木槨 76 × 77 × [13]
外側木槨 101 × 105 × [10]
桶底径 54
土層で確認できる桶深さ  92
外側木槨内桶径 54

上層掘り
方 2.12
桶底 0.96
内側木槨
底 0.95
外側木槨
内桶底
　0.9
外側木槨
底 0.88

炭を充填した槨木槨円形木棺墓（木棺は早桶）。人骨。内側木槨底面に
棺桶、外側木槨底面に桶底検出。焼締陶器 (56) 混入 ?

A5 墓 48 ④期 径 49　深さ [26] 1.24 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。
A5 墓 49 ④期 径 39　深さ [18] 1.38 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 50 ④期 径 46   深さ [25]  桶底径 31 1.25 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A5 墓 51 ④期 径 53   深さ [32]  桶底径 41 1.2 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A5 墓 52 ④期 径 40   深さ [36]  桶底径 34 1.16 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A5 墓 53 ④期 径 70　深さ [40] 1.16 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。
A5 墓 54 ④期 径 67　深さ [27] 1.26 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 55 ④期 径 56　深さ [24] 1.32 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 56 ④期 径 68　深さ [22] 1.33 円形木棺（早桶）墓 ?
A5 墓 57 ④期 径 57　深さ [35] 1.21 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。磁器 (57)。
A5 墓 58 ④期 径 51　深さ [12] 1.13 円形木棺（早桶）墓。
A5 墓 59 ④期 径 35　深さ [9] 

土層で確認できる深さ [58]
1.29 円形木棺（早桶）墓。人骨。

A5 墓 60 ④期 径 56　深さ [17]
土層で確認できる深さ [52]

1.34 円形木棺（早桶）墓。人骨。

A5 墓 61 ④期 径 51　深さ [10]
土層で確認できる深さ [63]

1.19 円形木棺（早桶）墓。人骨。

A5 墓 62 ④期 径 40　深さ [15]
土層で確認できる深さ [45]

1.13 円形木棺（早桶）墓。人骨。

A5 墓 63 ④期 径 53　深さ [9] 1.18 円形木棺（早桶）墓。人骨。
A5 墓 64 ④期 径 53　深さ [9]

土層で確認できる深さ [67]
1.15 円形木棺（早桶）墓。人骨。

A5 墓 65 ④期 径 57   深さ [28]  桶底径 47 1.22 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。上層東側に墓石（芝台）が載る、
この墓のものか ?

A5 墓 66 ④期 径 58   深さ [20]  桶底径 50 1.3 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A5 墓 67 ④期 径 60　深さ [14] 1.35 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A5 墓 68 ④期 径 54   深さ [13]  桶底径 46 1.36 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。陶器片。棺桶。
A5 墓 69 ④期 径 52　深さ [13]

桶  長径 45　短径 40
1.33 楕円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。

A5 墓 70 ④期 径 60  深さ [16]  桶底径 44 1.35 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A5 墓 71 ④期 径 52  深さ [11]  桶底径 48 1.41 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。ガラス玉 1（白）、ガラス小玉

39（緑）。
A5 墓 72 ④期 径52  深さ[25]  桶底径[34] 1.21 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A5 墓 73 ④期 径 50  深さ [23]  桶底径 39 1.27 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。ガラス小玉 1（白）。
A5 墓 74 ④期 径 54　深さ [20] 1.29 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A5 墓 75 ④期 径 57  深さ [23]  桶底径 51 1.29 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。陶器 (58)。
A5 墓 76 ④期 径 49  深さ [30]  桶底径 29 1.21 円形木棺（早桶）墓 ?
A5 墓 77 ④期 径 43　深さ [22] 1.29 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 78 ④期 径 52 － 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。未完掘。
A5 墓 79 ④期 径 57　深さ [12] 1.4 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 80 ④期 径 50　深さ [25] 1.27 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 81 ④期 径64  深さ[22]  桶底径[50] 1.3 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A5 墓 82 ④期 径 55 － 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。未完掘。磁器 (59) 混入。
A5 墓 83 ④期 径 53  深さ [40]  桶底径 49 1.14 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A5 墓 84 ④期 径 57　深さ [13] 1.37 円形木棺（早桶）墓 ?
A5 墓 85 ④期 径 60　深さ [13] 1.37 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 86 ④期 径 59  深さ [31]  桶底径 49 1.22 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶。
A5 墓 87 ④期 径 52  深さ [45]  桶底径 44 1.07 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
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A5 墓 88 ④期 長径 75  短径 58  深さ [34]
桶底  長径 52　短径 46

1.17 楕円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。

A5 墓 89 ④期 径 44　深さ [6]　土層で確
認できる深さ [56]

1.29 円形木棺（早桶）墓。人骨。

A5 墓 90 ④期 径 58　 深 さ [19]　 土 層 で
確認できる深さ [70]

1.16 円形木棺（早桶）墓。人骨。

A5 墓 91 ④期 長径 59  短径 52  深さ [19]
桶底  長径 57　短径 50

1.32 楕円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。底部に 2 つの下層墓の桶側
板ライン検出。未完掘。

A5 墓 92 ④期 径 38  深さ [14]  桶底径 26 1.33 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
A5 墓 93 ④期 径 46  深さ [19]  桶底径 43 1.28 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A5 墓 94 ④期 径 55  深さ [10]  桶底径 50 1.42 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A5 墓 95 ④期 径 54  深さ [16]  桶底径 45 1.3 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A5 墓 96 ④期 径 57　深さ [20] 1.34 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A5 墓 97 ④期 径 58 － 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。未完掘。
A5 墓 98 ⑤期 径 61  深さ [35]  桶底径 50 1.17 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A5 墓 99 ⑤期 径 50　深さ [17]

土層で確認できる深さ [51]
1.07 円形木棺（早桶）墓。人骨。

A5 墓 100 ⑤期 － － 円形木棺（早桶）墓。未完掘。
A5 墓 101 ⑤期 径 60　 深 さ [39]　 土 層 で

確認できる深さ [60]
1.12 円形木棺（早桶）墓。人骨。ただし、人骨は攪乱されている。トレン

チによる削平で掘り方東側のみが残る。磁器 (60・61)。未完掘。
A5 墓 102 ⑤期 － 1.26 円形木棺（早桶）墓。棺桶。未完掘。
A6 墓 1 ①期 外郭部 [12 × 37]

納骨室内法 [26 × 27 × 1]
2.18 外郭部の石材１つと納骨室の粘土底のみ残存。底部に息抜き穴。

A6 墓 2 ①期 53 × 45 × [9]　 2.14 納骨用方形土坑。戦後改葬時に攪乱を受けている。
A6 墓 3 ①期 納骨室内法 54 × [62 × 12] 2.12 納骨室の痕跡土坑内に煉瓦充満。下層から缶・ガラス片・貝（アカニシ）

出土。戦後改葬時に攪乱を受けている。陶器 (63)。
A6 墓 4 ①期 外郭部 57 × 80

納骨室内法 30 × [40 × 10]
2.24 モルタル製外郭部と納骨室の一部残存。納骨室底部に息抜き穴。

A6 墓 5 ①期 拝石・花生台 69 × 29
納骨室  長径 78　短径 48
　　　  深さ [11]

2.02 拝石・花生台・納骨楕円形土坑の一部が残存。土坑底部に石材検出。
直下に骨壺 1。

A6 墓 6 ①期 外郭部 84 × 87
納骨室内法 42 × 38 × [3]

2.26 モルタル製外郭部と納骨室の一部残存。納骨室の下部に息抜き穴を底
部に穿孔した甕を逆位で設置。東側に花生埋設。陶器 (64) 混入。

A6 墓 7 ①期 外郭部 90 × [66]
納骨室内法 50 × [54 × 6]

2.23 石材を組んだ下部構造にモルタルを被覆した外郭部と納骨室の一部が
残存。

A6 墓 8 ①期 外郭部 [69 × 84]
納骨室内法 37 × 49 × 41

1.83 石材を組んだ下部構造にモルタルを被覆した外郭部と納骨室の一部が
残存。納骨室底部はモルタル製。石材の下部には小礫を敷く。石材は
墓石を転用。西壁には「明治三年庚午四月八日没」南西壁には「明治
七年六月十日没」等の文字あり。

A6 墓 9 ①期 土坑 [74 × 74 × 14] 2.01 納骨用方形土坑。
A6 墓 10 ①期 土坑 [43 × 55 × 7] 2.15 納骨用方形土坑。下部に墓石を転用した直方体の石材を 2 個敷設して

いる。
A6 墓 11 ①期 119 × 127 × [18]　 2.02 方形土坑。近代墓の撤去痕跡。
A6 墓 12 ①期 土坑 79 × [110 × 23] 2.03 納骨長方形土坑。骨壺 6 個。壺 3 個の蓋に裏墨書あり「昭和七年拾壱

月拾四日　俗名　平川〇三」「平川スワ」「俗名　平川〇三　昭和十六
年九月廿七日没」。

A6 墓 13 ①期 土坑 [89 × 110 × 25] 1.97 納骨用長方形土坑。
A6 墓 14 ②期 納骨室内法 37 × 80 × 28 1.87 石材を組んだ長方形の納骨室のみ残存。
A6 墓 15 ②期 納骨室石材範囲

　[80 × 29 × 34]
1.9 納骨室の一部残存。石材同士を粘土で接着している。磁器 (65) 混入。

A6 墓 16 ②期 埋設土坑　径 28 甕底部
1.88

納骨室の下部構造。穿孔された底部を上にした甕が据えられる。

A6 墓 17 ②期 土坑 77 × 60 × [18] 1.94 納骨用方形土坑。骨壺 1 底部に骨片散乱。廃絶後に石材や瓦片が廃棄
される。

A6 墓 18 ②期 長径 58  短径 45  深さ [22] 1.7 納骨用楕円形土坑。骨壺 1。
A6 墓 19 ②期 長径 21　短径 17　深さ [4] 2.0 納骨用円形土坑。骨壺 1。蓋裏墨書「政夫　二才　八月二日」。
A6 墓 20 ②期 径 40　深さ [14] 1.89 納骨用円形土坑。破損骨壺 1。
A6 墓 21 ②期 径 [23]　深さ [10] 1.93 納骨用円形土坑。骨壺 1。
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A6 墓 22 ②期 47 × 51 × [16] 1.86 納骨用方形土坑。石材を底に敷設。骨壺 2。
A6 墓 23 ②期 － － 墓 1 の拝石の下から出土するが、位置的に墓１のものではない。骨壺

のみ検出。
A6 墓 24 ②期 長径[73]  短径41  深さ[21] 1.81 納骨用楕円形土坑。破損骨壺 1。
A6 墓 25 ②期 長径 [56]  短径 [44]  深さ [19] 1.77 納骨用楕円形土坑。破損骨壺 1。
A6 墓 26 ②期 径 36　深さ [8] 1.84 納骨用円形土坑。真砂土充満。中央に変色有。底部に直方体石材を敷設。
A6 墓 27 ③期 71 × 50 × [32] 1.59 納骨用方形土坑。骨壺 2( うち 1 つが 66)。未完掘。
A6 墓 28 ③期 － 骨壺蓋

1.82
納骨用円形土坑。骨壺 1。未完掘。

A6 墓 29 ③期 81 × [65 × 26] 1.72 納骨用方形土坑。骨壺 1。土坑内に石材や瓦片入る。
A6 墓 30 ③期 53 × [57 × 17] 1.63 納骨用方形土坑。骨壺 1。
A6 墓 31 ③期 径 47 骨壺底

1.75
納骨用円形土坑。骨壺 1(67)。下層から石材検出。未完掘。

A6 墓 32 ③期 径 27　深さ [3] 1.94 納骨用円形土坑。破損骨壺 1(68)。
A6 墓 33 ③期 土坑径 [103]　深さ [26] 1.65 納骨円形土坑 ?
A6 墓 34 ③期 径 55  深さ [24  桶底径 51 1.22 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。桶蓋一部。棺桶。土師質皿。
A6 墓 35 ③期 径 53  深さ [34]  桶底径 49 1.15 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。上層に骨壺 1(70・71) 混入 ?
A6 墓 36 ③期 径 51　深さ [21] 1.28 円形木棺（早桶）墓。人骨。骨壺上層に落ち込む。
A6 墓 37 ③期 径 38　深さ [21] 1.31 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 38 ③期 径 66　深さ [35] 1.18 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 39 ③期 径 36　深さ [8] 1.45 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 40 ③期 径 54  深さ [44]  桶底径 49 1.09 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶。ボタン。ガラス。
A6 墓 41 ③期 掘り方  長径 62  短径 54　

深さ [8]　　桶底径 40
1.15 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。ガラス器 (972)。

A6 墓 42 ③期 長径 62  短径 54  深さ [12] 1.4 楕円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 43 ③期 径 50　深さ [6]　桶底径 41 1.44 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
A6 墓 44 ③期 径 56　深さ [37] 1.19 円形木棺（早桶）墓 ?
A6 墓 45 ③期 径 58　深さ [38] 1.11 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A6 墓 46 ③期 土坑 52 × 54 × [35]

甕棺  径 39　深さ [30]
1.63 納骨室と想定される甕を方形土坑内に設置。甕底部穿孔。内部に甕破片・

花生。
A6 墓 47 ④期 径 55  深さ [31]  桶底径 47 1.2 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A6 墓 48 ④期 長径 61  短径 55  深さ [32]

桶底径 47
1.23 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。桶内上層と中層にそれぞれ骨壺 1。

A6 墓 49 ④期 径 48　深さ [34] 1.16 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。磁器 (72)。
A6 墓 50 ④期 径 52　深さ [24] 1.26 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 51 ④期 径 58　深さ [13] 1.39 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 52 ④期 径 56　深さ [30] 1.19 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 53 ④期 径 58　深さ [46] 1.02 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 54 ④期 径 62  深さ [17]  桶底径 50 1.36 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A6 墓 55 ④期 径 44　深さ [14] 1.35 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。磁器 (73) 混入。
A6 墓 56 ④期 径 55　深さ [40] 1.15 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A6 墓 57 ④期 径 55　深さ [20] 1.36 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 58 ④期 径 50　深さ [13] 1.4 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材
A6 墓 59 ④期 径 25　深さ [22] 1.32 円形木棺（早桶）墓 ?
A6 墓 60 ④期 径 59  深さ [28]  桶底径 50 1.25 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A6 墓 61 ④期 径 34　深さ [28] 1.28 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。上層に骨壺 1。
A6 墓 62 ④期 径 55  深さ [32]  桶底径 50 1.2 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶痕跡。
A6 墓 63 ④期 掘り方  長径 78　短径 56 － 円形木棺（早桶）墓 ?　未完掘。
A6 墓 64 ④期 径 44　深さ [18] 1.34 円形木棺（早桶）墓 ?
A6 墓 65 ④期 径 52　深さ [40] 1.14 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 66 ④期 径 50　深さ [26] 1.2 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。磁器 (74)。
A6 墓 67 ④期 径 57  深さ [33]  桶底径 46 1.17 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A6 墓 68 ④期 径 48　深さ [30] 1.22 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 69 ④期 掘り方  長径 85  短径 73

深さ [32]　　桶底径 45
1.23 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶。

A6 墓 70 ④期 掘り方  長径 91  短径 80
深さ [39]　　桶底径 49

1.15 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。

A6 墓 71 ④期 径 55  深さ [38]  桶底径 42 1.12 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
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A6 墓 72 ④期 径 31　深さ [32] 1.2 円形木棺（早桶）墓 ?　陶器 (75)。
A6 墓 73 ④期 径 54  深さ [19]  桶底径 48 1.31 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。磁器 (76)。
A6 墓 74 ④期 径 56  検出深さ [30]  土層で想

定される深さ [87]　桶底径 47
1.2 円形木棺（早桶）墓。人骨小片。棺桶痕跡。

A6 墓 75 ④期 径 54  深さ [45]  桶底径 43 1.05 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A6 墓 76 ④期 径 56　深さ [38] 1.13 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A6 墓 77 ④期 径 60  検出深さ [24]  土層で想

定される深さ [71]
1.25 円形木棺（早桶）墓 ?

A6 墓 78 ④期 掘り方  径 90 深さ [19]
桶  長径 55　短径 45

1.31 楕円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。

A6 墓 79 ④期 径 49　深さ [25] 1.23 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。陶磁器 (77・78) 混入。
A6 墓 80 ④期 径 54　深さ [36] 1.13 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 81 ④期 径 57　深さ [40] 1.14 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 82 ④期 径 59  深さ [36]  桶底径 38 1.18 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A6 墓 83 ④期 径 51  深さ [34]  桶底径 40 1.26 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A6 墓 84 ④期 径 32　深さ [20] 1.3 円形木棺（早桶）墓 ?
A6 墓 85 ④期 径 53　深さ [28] 1.23 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 86 ④期 径 34　深さ [18] 1.32 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 87 ④期 長径 53  短径 40  深さ [35]

桶  長径 47　短径 30
1.14 楕円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶痕跡。

A6 墓 88 ④期 径 52　深さ [25] 1.22 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。上層に骨壺 2、骨壺蓋 1 は底部で出土。
A6 墓 89 ④期 径 62  検出深さ [30]  土層で想

定される深さ [69]　桶底径 47
1.16 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。

A6 墓 90 ④期 径 59  深さ [38]  桶底径 46 1.1 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A6 墓 91 ④期 径 51  深さ [35]  桶底径 45 1.16 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶。
A6 墓 92 ④期 径 55　深さ [45] 1.03 円形木棺（早桶）墓 ?
A6 墓 93 ④期 径 52　深さ [27] 1.26 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A6 墓 94 ④期 径 51  深さ [25]  桶底径 48 1.26 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A6 墓 95 ④期 径 67　深さ [20] 1.34 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。
A6 墓 96 ④期 径 49　深さ [14] 1.38 円形木棺（早桶）墓 ?　石材。
A6 墓 97 ④期 径 33　深さ [10] 1.42 円形木棺（早桶）墓 ?
A6 墓 98 ④期 径 52　深さ [25] 1.25 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 99 ④期 径 40　深さ [18] 1.3 円形木棺（早桶）墓 ?
A6 墓 100 ④期 径 62 － 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。未完掘。
A6 墓 101 ④期 径 [45]　深さ [33] 1.17 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 102 ④期 径 60  深さ [26]  桶底径 52 1.23 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶痕跡。
A6 墓 103 ④期 径 [42]　深さ [17] 1.35 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 104 ⑤期 掘り方  径 77   深さ 76

甕径 58
掘り方
0.89

甕 0.93

甕棺墓。石蓋。棺内に円形底板出土。人骨小片。甕破片。墓 65 によ
り切られる。

A6 墓 105 ⑤期 木槨 70 × 71
土坑  径 58　深さ [41]
桶底径 49

0.99 木槨円形木棺（早桶）墓。木槨は土圧で変形する。炭が槨の南側内底
に少量入る。人骨。棺桶。

A6 墓 106 ⑤期 径 49　深さ [30] 1.19 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。陶器 (79)。
A6 墓 107 ⑤期 径 54  深さ [41]  桶底径 49 1.07 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A6 墓 108 ⑤期 径 81　深さ [37] 1.17 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。肥前碗（蕎麦猪口）副葬。
A6 墓 109 ⑤期 径 [48]　深さ [20] 1.32 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 110 ⑤期 径 55  深さ [31]  桶底径 49 1.24 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶痕跡。
A6 墓 111 ⑤期 径 57  深さ [50]  桶底径 49 1.02 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A6 墓 112 ⑤期 径 [46] 円形木棺（早桶）墓。人骨。墓 62 の底に棺桶ラインのみ検出。未完掘。
A6 墓 113 ⑤期 径 53  深さ [45]  桶底径 40 1.01 円形木棺（早桶）墓。石材。棺桶。
A6 墓 114 ⑤期 径 [47] － 円形木棺（早桶）墓。人骨小片。棺桶痕跡。未完掘。
A6 墓 115 ⑤期 掘り方  67 × 86   深さ [32]

桶  長径 39　短径 34
1.18 楕円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。不定形な掘り方。

A6 墓 116 ⑤期 径 57  深さ [47]  桶底径 49 1.01 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶痕跡。
A6 墓 117 ⑤期 径 52  深さ [46]  桶底径 47 1.02 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶。
A6 墓 118 ⑤期 径 49　深さ [49] 1.0 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。



─　130　─

区域 遺構名 想定時期 計測値（cm）
[ 残存値 ]

底面標高
（ｍ） 内　容　等

A6 墓 119 ⑤期 径 49  深さ [43]  桶底径 40 1.09 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶。
A6 墓 120 ⑥期 径 53  深さ [34]  桶底径 45 1.25 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
A6 墓 121 ⑥期 径 50　深さ [51] 1.05 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。
A6 墓 122 ⑥期 掘り方  径 74　深さ [26]

桶底径 48
1.24 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。

A6 墓 123 ⑥期 径 56　深さ [37] 1.11 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 124 ⑥期 径 59　深さ [31] 1.16 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A6 墓 125 ⑥期 径 69  深さ [29]  桶底径 57 1.22 円形木棺（早桶）墓。人骨小片。棺桶痕跡。陶器 (80)。
A7 墓 1 ①期 外郭部 60 × 71

納骨室内法 32 × 42 × [5]
2.17 モルタル製外郭部と納骨室の一部残存。排水桝下のため未完掘。

A7 墓 2 ①期 82 × [72]
深さ（墓道と想定される北
側平坦面まで）  [27]

1.72 長方形土坑。納骨室の抜き取り痕か。上部構造は改葬時に抜き取られ
た可能性が高い。

A7 墓 3 ①期 67 × [103]
深さ（墓道と想定される北
側平坦面まで）  [39]

1.61 納骨用長方形土坑。上部構造は改葬時に抜き取られた可能性が高い。

A7 墓 4 ①期 35 × 30
深さ（墓道と想定される北
側平坦面まで）  [25]

1.88 納骨用方形土坑。上部構造は改葬時に抜き取られた可能性が高い。

A7 墓 5 ①期 長径 65　短径 53
深さ（墓道と想定される北
側平坦面まで）  [41]

1.73 納骨用楕円形土坑。上部構造は改葬時に抜き取られた可能性が高い。

A7 墓 6 ①期 63 × 72
深さ（転用墓標石から墓道
と想定される北側平坦面ま
で）  [25]

1.86 納骨用方形土坑。上部構造は改葬時に抜き取られた可能性が高い。骨
壺 1。底部に破損した墓の墓標石（棹石）が敷かれ、直上に骨壺が載
るため、この石の上面が納骨室の底部レベルになる。また土坑内に煉
瓦片や石材が大量に入っており、煉瓦組の納骨室が戦後の改葬時に攪
乱された可能性がある。土師質皿 (6)。

A7 墓 7 ①期 外郭部 84 × 92
納骨室内法 46 × 53 × [6]
拝石抜き取り痕
　67 × 44 × 10

納骨室底  
 2.2

拝石抜き
取り痕

 2.12

モルタル製外郭部と納骨室の一部残存。納骨室下部に底部穿孔の甕を
逆位で設置し、息抜き穴としている。北側に拝石抜き取り痕。

A7 墓 8 ②期 幅 53　深さ [25] 1.65 納骨用方形土坑。骨壺 2。未完掘。
A7 墓 9 ②期 56 × [58 × 15]　 1.83 近代墓の撤去痕跡。
A7 墓 10 ②期 外郭部 70 × [42]

納骨室内法 34 × [18 × 22]
1.75 納骨用方形土坑と外郭抜き取り痕。

A7 墓 11 ②期 78 × 103 × [38] 1.78 納骨用方形土坑。
A7 墓 12 ②期 74 × 53 × [15] 1.88 近代墓の撤去痕跡。直方体の石材入る。
A7 墓 13 ③期 － 骨壺蓋

1.85
納骨用円形土坑。骨壺 1。未完掘。

A7 墓 14 ③期 28 × 35　深さ [18] 1.29 方形木棺墓。こども茶碗 (81)。
A7 墓 15 ③期 径 44　深さ [46] 1.39 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。底部に石材を敷く。
A7 墓 16 ③期 径 63　深さ [35] 1.44 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。
A7 墓 17 ③期 径 55  深さ [34]  桶底径 50 1.19 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。磁器 (82)。
A7 墓 18 ④期 長径 61  短径 55  深さ [10] 1.27 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。桶下に石材。
A7 墓 19 ④期 径 55  深さ [36]  桶底径 47 1.19 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A7 墓 20 ④期 径 60  深さ [23]  桶底径 47 1.27 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶。
A7 墓 21 ④期 径 53  深さ [17]  桶底径 44 1.27 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。
A7 墓 22 ④期 径 40　深さ [36] 1.18 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。磁器 (83)。
A7 墓 23 ④期 径58  深さ[35]  桶底径[41] 1.2 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A7 墓 24 ④期 掘り方  長径 [56]  短径 54

深さ [22]　　桶底径 29
1.27 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。内耳土器 (843)。

A7 墓 25 ④期 径 35  深さ [30]  桶底径 25 1.23 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
A7 墓 26 ④期 径61  深さ[29]  桶底径[47] 1.22 円形木棺（早桶）墓。半壊。棺桶痕跡。
A7 墓 27 ④期 径 35 － 円形木棺（早桶）墓 ?　未完掘。
A7 墓 28 ④期 径 50　深さ [39] 1.17 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。石材。
A7 墓 29 ④期 径 76　深さ [60] 1.18 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。
A7 墓 30 ④期 径 [51]　深さ [12]　 1.34 円形木棺（早桶）墓 ?
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A7 墓 31 ④期 径 37　深さ [10] 1.44 円形木棺（早桶）墓 ?
A7 墓 32 ④期 径 57  深さ [41]  桶底径 45 1.19 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A7 墓 33 ④期 径 39  深さ [11]  桶底径 25 1.36 円形木棺（早桶）墓。半壊。棺桶痕跡。
A7 墓 34 ④期 長径 61  短径 55  深さ [43]

桶底径 47
1.11 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。

A7 墓 35 ④期 径 53　深さ [20] 1.21 円形木棺（早桶）墓 ?
A7 墓 36 ⑥期 径 52 － 円形木棺（早桶）墓 ?　未完掘。
A7 墓 37 ⑤期 径 60  深さ [41]  桶底径 48 1.1 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。陶器 (84)。
A7 墓 38 ⑥期 掘り方  径 67　深さ [31]

桶  長径 49　短径 44
1.16 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。陶磁器 (85・86)、土師質皿 (844)。

A7 墓 39 ⑤期 深さ [14]　 1.05 円形木棺（早桶）墓。A7 区墓 35 の下から棺桶の側板と底部の一部の
み確認。未完掘。

A7 墓 40 ⑤期 径69  深さ[41]  桶底径[45] 1.14 円形木棺（早桶）墓。棺桶。未完掘。
A7 墓 41 ⑥期 径 58  深さ [20]  桶底径 45 1.26 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
A8 墓 1 ①期 外郭部 101 × [20]

土坑  長径 [81]  短径 [32]　
土坑底面から外郭部上面ま
での深さ  36

1.78 現代の排水パイプにより半壊し、底部の納骨用長円形土坑と外郭部の
石材１つ及びその抜き取り痕が残存。骨壺 2、石材上から墨書「細工
町　〇〇」のある骨壺蓋 1。

A8 墓 2 ①期 [90] × [74] × [37]
拝石 ?48 × 28 × 11

1.77 納骨用方形土坑。半壊。土坑埋土上に拝石 ? 残存。骨壺 1。

A8 墓 3 ①期 墓域 109 × 143
拝石 26 × 23 × 19
納骨室内法 37 × [57 × 13]

2.05 納骨室半壊。拝石、境界石（石材及びモルタル製）残存。墓石転用。

A8 墓 4 ①期 墓域 119 × [131]
納骨室内法 25 × [26 × 13]

2.07 納骨室半壊。境界石残存。墓石転用。

A8 墓 5 ①期 55 × 58 × [14] 1.98 納骨用方形土坑。
A8 墓 6 ①期 62 × [36 × 12] 1.97 納骨用方形土坑。半壊。埋土に被爆土有。
A8 墓 7 ①期 納骨室内法 37 × [34 × 13] 1.95 納骨室半壊。石材や抜き取り痕。埋土に被爆土有。
A8 墓 8 ①期 長径 62  短径 49  深さ [23] 2.0 納骨用楕円形土坑。骨壺 1。蓋裏に墨書「○市（武 ?）○○○　○○」。
A8 墓 9 ①期 径 64　深さ [19] 1.95 納骨用円形土坑。半壊。埋土に被爆土有。
A8 墓 10 ①期 外郭部 [71 × 34]

納骨室内法 38 × [15 × 4]
2.14 モルタル製外郭部と納骨室の一部が残存。基礎下には石材を敷く。

A8 墓 11 ①期 49 × 43 × [14] 1.84 納骨用方形土坑。
A8 墓 12 ①期 外郭部 [62 × 79]

納骨室内法 43 × 35 × [31]
拝石 28 × 28 × 11

1.8 納骨室、拝石、花立の痕跡が残る外郭のみ残存。納骨室の壁の一部を
石材で補強。拝石の下を中心に多量の石材を厚く埋め込む。

A8 墓 13 ①期 納骨室内法 36 × 44 × [16] 2.05 
埋甕 1.8

モルタル製の納骨室の一部が残存。底に息抜き穴があり、底部を穿孔
した甕を逆位に埋設している。拝石と想定される場所の下を中心に多
量の石材を厚く埋め込む。転用した墓石もあり「明治六癸酉年七月八日」
等の文字が刻まれる。石材中からインク瓶出土。

A8 墓 14 ①期 納骨室内法 34 × 33 × 30 1.75 外面を粘土で内面をモルタルで被覆された煉瓦組納骨室が残存。納骨
室底部に息抜き穴。

A8 墓 15 ①期 － 1.98 骨壺のみ検出。蓋と身が分かれて出土。
A8 墓 16 ①期 57 × 66 × [16] 1.8 納骨用方形土坑。骨壺 1。大量の礫入る。戦後の改葬時の痕跡か。
A8 墓 17 ①期 納骨室内法 23 × 23 × [7] 1.89 煉瓦組の納骨室のみ残存。内部には甕の底部が入る。上層には瓦礫が

載る。
A8 墓 18 ②期 長径 66  短径 48  深さ [6] 1.8 納骨用楕円形土坑。骨壺 6。
A8 墓 19 ②期 長方形土坑 47 × 94 × [11]

納骨用方形土坑
　21 × 18 × [14]
納骨用円形土坑
　径 31　深さ [24]

長方形土
坑  1.83
納骨用方
形土坑

1.79
納骨用円
形土坑

1.69

長方形の浅い土坑の中に納骨用方形土坑と円形土坑が並びそれぞれに
骨壺入る。方形土坑内は真砂土で埋められる。浅い土坑の床の一角に
は拝石を転用したと想定される石材が埋設される。骨壺 2。

A8 墓 20 ②期 [30 × 64 × 7] 1.95 納骨用方形土坑 ?　半壊。骨壺 3。
A8 墓 21 ②期 37 × 50 × [7] 1.78 納骨用方形土坑。骨壺 2。A8 区墓 22 との間に花生石を転用して仕切

りとする。
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A8 墓 22 ②期 35 × 55 × [17] 1.81 納骨用方形土坑。骨壺 1・壺蓋 1。人骨（下層の墓のものが露出した
ため納めたものか）。

A8 墓 23 ②期 長径 48  短径 33  深さ [19] 1.76 納骨用楕円形土坑。骨壺 1。
A8 墓 24 ②期 径 53　深さ [8] 1.64 納骨用円形土坑。骨壺 1。
A8 墓 25 ②期 45 × 65 × [20] 1.72 納骨用方形土坑。石材。
A8 墓 26 ③期 68 × 44 × [10] － 納骨用不定形土坑。骨壺 1。墓石と想定される石材が 1 個入るが、上

部構造の落ち込みと考えられる。
A8 墓 27 ③期 径 22 1.85 石材の入るピット。規模から骨壺穴か。現代パイプにより上部削平。
A8 墓 28 ③期 － 1.73 骨壺 1 個のみ検出。
A8 墓 29 ③期 57 × 64 × [10] 1.8 納骨用方形土坑。骨壺 1。墓石と想定される石材が 2 個入るが、上部

構造の落ち込みと考えられる。
A8 墓 30 ③期 36 × 62 － 納骨用不定形土坑。土坑内に墓石が落ち込んでいる。陶器 (119)。
A8 墓 31 ③期 [77 × 40] 1.74 納骨用方形土坑。骨壺 2。A8 区墓 14 により半壊。
A8 墓 32 ③期 長径 118  短径 62  深さ [23] 1.63 納骨用楕円形土坑。底部に石材が出土するが、A8 区墓 84 の外郭石材

の可能性あり。鉄壺出土、骨壺の可能性あり。
A8 墓 33 ③期 28 × 51 × [10] 1.83 納骨用不定形土坑。骨壺 3。
A8 墓 34 ③期 33 × 38 × [10] 1.84 納骨用方形土坑。土坑の壁の一部に転用墓石を使用。墓石には「文政

九丙戌　十月十四日」等の文字が記されている。骨壺 4。骨壺蓋裏墨
書「作四郎」。攪乱された人骨が傍に出土。

A8 墓 35 ③期 ［42] × 70 × [16] 1.75 納骨用方形土坑。半壊。
A8 墓 36 ③期 径 58  深さ [27]  桶底径 48 1.28 円形木棺（早桶）墓。人骨。上層に石材。棺桶。ガラス片や骨壺１個

が入る。
A8 墓 37 ③期 径 44  深さ [26]  桶底径 34 1.25 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。
A8 墓 38 ③期 径 57  深さ [29]  桶底径 48 1.21 円形木棺（早桶）墓。棺桶。土人形 (1140)。
A8 墓 39 ③期 70 × [50 × 10] 1.48 納骨用方形土坑 ?　北側壁面に沿って橙色粘土検出。上層に頭骨検出、

近代墓による攪乱か ?
A8 墓 40 ③期 － － 骨壺 2 個のみ検出。
A8 墓 41 ③期 － － 骨壺 1 個と傍にある石材 1 個のみ検出。
A8 墓 42 ③期 － 1.58 骨壺 1 個のみ検出。下層に石材の下部構造。
A8 墓 43 ③期 径 68　深さ [18] 1.36 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A8 墓 44 ③期 径 39　深さ [22] 1.24 円形木棺（早桶）墓 ?
A8 墓 45 ③期 径 38  深さ [23]  桶底径 27 1.22 円形木棺（早桶）墓。人骨。石材。棺桶。
A8 墓 46 ③期 掘り方  長径 83  短径 60

深さ [33]　　桶底径 48
1.16 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。土師質皿 (847) 掘り方混入。

A8 墓 47 ③期 径 39  深さ [14]  桶底径 28 1.36 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 48 ③期 径 65  深さ [37]  桶底径 52 1.14 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。陶器 (120)。
A8 墓 49 ③期 径 63  深さ [38]  桶底径 46 1.23 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。陶器 (121)。
A8 墓 50 ③期 長径 74  短径 63  深さ [30]

桶底径 48
1.2 円形木棺（早桶）墓。桶蓋。棺桶。

A8 墓 51 ④期 径 58  深さ [35]  桶底径 48 1.14 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 52 ④期 径 39  深さ [15]  桶底径 31 1.35 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
A8 墓 53 ④期 径 55  深さ [16]  桶底径 45 1.32 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 54 ④期 径 58  検出深さ [20]  土層で想

定される深さ [48]　桶底径 48
1.42 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。

A8 墓 55 ④期 径 59  深さ [16]  桶底径 48 1.38 円形木棺（早桶）墓。半壊。人骨。棺桶。
A8 墓 56 ④期 径 51  深さ [27]  桶底径 47 1.29 円形木棺（早桶）墓。人骨。破損棺蓋。棺桶。
A8 墓 57 ④期 径 53  深さ [30]  桶底径 48 1.19 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 58 ④期 径 63  深さ [38]  桶底径 48 1.16 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 59 ④期 径 55  深さ [34]  桶底径 47 1.21 円形木棺（早桶）墓。
A8 墓 60 ④期 径 33　深さ [33] 1.54 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。未完掘。
A8 墓 61 ④期 径 33　深さ [3]　桶底径 28 1.52 円形木棺（早桶）墓。棺蓋。棺桶。
A8 墓 62 ④期 径 56  深さ [25]  桶底径 48 1.32 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。
A8 墓 63 ④期 径 46  深さ [5]  桶底径 42 1.52 A8 区墓 30 の下。円形木棺（早桶）墓。人骨。
A8 墓 64 ④期 径 58  検出深さ [30]  土層で想

定される深さ [71]　桶底径 48
1.25 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。

A8 墓 65 ④期 径 28　深さ [7] 1.61 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
A8 墓 66 ④期 径 26　深さ [12] 1.56 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
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A8 墓 67 ④期 径 58  深さ [33]  桶底径 45 1.19 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。
A8 墓 68 ④期 径 57  深さ [16]  桶底径 50 1.32 円形木棺（早桶）墓。石材。棺桶。
A8 墓 69 ④期 径 53  深さ [21]  桶底径 45 1.32 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。検出面に 6 個の石材載る。
A8 墓 70 ④期 径 55  深さ [23]  桶底径 48 1.26 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 71 ④期 径 54  深さ [27]  桶底径 45 1.26 円形木棺（早桶）墓。陶器 (122)。
A8 墓 72 ④期 径 38  深さ [11]  桶底径 30 1.47 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 73 ④期 径 41  深さ [20]  桶底径 38 1.29 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 74 ④期 径 58  深さ [35]  桶底径 47 1.19 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 75 ④期 径 57  深さ [24]  桶底径 43 1.27 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 76 ④期 径 59  深さ [10]  桶底径 44 1.32 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 77 ④期 掘り方  長径 74　短径 62

深さ [29]　　桶底径 41
1.22 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶痕跡。

A8 墓 78 ④期 掘り方  長径 82　短径 56
深さ [28]　　桶底径 40

1.19 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。

A8 墓 79 ④期 径 45　深さ [21] 1.28 円形木棺（早桶）墓 ?
A8 墓 80 ④期 径 98  深さ [32]  桶底径 30 1.09 円形木棺（早桶）墓。半壊。人骨。棺桶痕跡。
A8 墓 81 ④期 径 43  深さ [46]  桶底径 36 1.33 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 82 ④期 径 40  検出深さ [30]  土層で想

定される深さ [40]　桶底径 38
1.24 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。墓石が 2 個落ち込んでいる。合子

及び合子受皿 (848 ～ 850) 副葬。
A8 墓 83 ④期 長径 50  短径 40  深さ [16]

桶底径 34
1.27 円形木棺（早桶）墓。棺蓋。棺桶。

A8 墓 84 ④期 長径 47  短径 40  深さ [26]
桶底径 27

1.16 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。A8 区墓 32 内の石材が外郭の可能
性あり。

A8 墓 85 ④期 長径 62  短径 47  深さ [16] 1.29 円形木棺（早桶）墓 ?　人骨。
A8 墓 86 ④期 径 [27]  深さ [7]  桶底径 20 1.25 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 87 ④期 径 50  深さ [3]  桶底径 49 1.22 円形木棺（早桶）墓。棺桶。磁器 (123)。
A8 墓 88 ④期 径 54  深さ [30]  桶底径 48 1.21 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 89 ④期 径 57  深さ [35]  桶底径 49 1.17 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 90 ④期 径 63  深さ [42]  桶底径 48 1.11 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 91 ④期 径 58  深さ [38]  桶底径 43 1.17 円形木棺（早桶）墓。棺桶痕跡。
A8 墓 92 ④期 径 57  検出深さ [33]  土層で想

定される深さ [61]  桶底径 48
1.36 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。

A8 墓 93 ④期 径 61  深さ [33]  桶底径 48 1.27 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。
A8 墓 94 ④期 径 58  深さ [56]  桶底径 49 0.94 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。
A8 墓 95 ④期 径 57  深さ [21]  桶底径 50 1.35 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 96 ④期 径 39  深さ [12]  桶底径 35 1.38 円形木棺（早桶）墓。棺蓋。棺桶。
A8 墓 97 ④期 長径 64  短径 55  深さ [14]

桶底径 48
1.38 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。

A8 墓 98 ④期 径56  深さ[26]  桶底径[48] 1.25 円形木棺（早桶）墓。桶底桶底一部切られる。人骨。棺桶。
A8 墓 99 ④期 径 40  深さ [26]  桶底径 31 1.32 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 100 ④期 径 66  深さ [65]  桶底径 48 0.9 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。念持仏入の懐中厨子 (1392・

1393) 副葬。
A8 墓 101 ④期 径 47  深さ [28]  桶底径 41 1.2 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 102 ④期 径34  深さ[10]  桶底径[25] 1.41 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 103 ④期 長径 66  短径 57  深さ [47]

桶底径 46
1.12 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。A8 区墓 14 築造時の杭 4 本

中の 2 本が棺内に打たれる。硯 (1139) 副葬。
A8 墓 104 ④期 長径 63  短径 55  深さ [23]

桶底  長径 55　短径 47
1.26 楕円形木棺（早桶）墓。棺桶。

A8 墓 105 ④期 径 62  深さ [44]  桶底径 46 1.05 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 106 ④期 径 53  深さ [19]  桶底径 46 1.25 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 107 ④期 径 57  深さ [17]  桶底径 48 1.33 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 108 ④期 径 40　深さ [19] 1.3 円形木棺（早桶）墓 ?　ままごと道具副葬（124 ～ 126・851）。
A8 墓 109 ④期 径 37　深さ [25] 1.23 円形木棺（早桶）墓 ?　幼児用。
A8 墓 110 ④期 径 22　深さ [13] 1.33 円形土坑墓。粘土質埋土入る。乳幼児用か。
A8 墓 111 ④期 径 56  深さ [16]  桶底径 48 1.25 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 112 ④期 長径 63  短径 55  深さ [46]

桶底径 47
1.05 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。

A8 墓 113 ④期 径 55  深さ [37]  桶底径 48 1.12 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
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A8 墓 114 ④期 径 39  深さ [9]  桶底径 31 1.35 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 115 ④期 長径 57  短径 49  深さ [24]

桶底径 43
1.22 円形木棺（早桶）墓。桶底桶底一部切られる。人骨。棺蓋。棺桶。

A8 墓 116 ④期 径 29　深さ [9] 1.42 円形木棺（早桶）墓 ?　幼児用。
A8 墓 117 ④期 径 30　深さ [8] 1.43 円形木棺（早桶）墓 ?　幼児用。
A8 墓 118 ④期 長径 63  短径 56  深さ [44]

桶底  長径 58　短径 51
1.17 楕円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。

A8 墓 119 ④期 径 38  深さ [3]  桶底径 35 1.53 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 120 ④期 径 46  深さ [12]  桶底径 35 1.31 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。棺桶。
A8 墓 121 ④期 径 50　深さ [8] 1.29 円形木棺（早桶）墓。半壊。人骨。
A8 墓 122 ④期 径 58  深さ [41]  桶底径 48 1.2 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。陶器 (127)。
A8 墓 123 ④期 径 50  深さ [25]  桶底径 50 1.32 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。人骨。棺桶。
A8 墓 124 ④期 径 53  深さ [20]  桶底径 42 1.3 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。人骨。棺桶。
A8 墓 125 ④期 径 58  深さ [13]  桶底径 48 1.3 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 126 ④期 径 57  深さ [30]  桶底径 48 1.16 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。検出面に石材のる。
A8 墓 127 ④期 径 51  深さ [37]  桶底径 48 1.13 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。棺内から石材と骨壺出土。石材は

墓石の落下。検出状況から骨壺は同時埋葬か。
A8 墓 128 ④期 径 64  深さ [33]  桶底径 48 1.2 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 129 ④期 径 52　深さ [18] 1.31 円形木棺（早桶）墓 ?
A8 墓 130 ⑤期 径 56  深さ [42]  桶底径 48 1.15 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。棺桶。
A8 墓 131 ④期 径［26］　深さ［8］ 1.39 円形木棺（早桶）墓 ?　切り合いによりほとんど壊される。
A8 墓 132 ⑤期 径 34  深さ [10]  桶底径 28 1.46 円形木棺（早桶）墓。棺桶。人骨（歯）。ガラス小玉出土（緑 67 点・

透明 41 点・黄褐色 52 点）。
A8 墓 133 ⑤期 径 69  深さ [50]  桶底径 60 1.12 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。A8 区墓 93 が桶の中に入り込む。

未完掘。
A8 墓 134 ⑤期 径 57  深さ [44]  桶底径 50 1.09 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 135 ⑤期 桶底径 28 1.22 円形木棺（早桶）墓。棺桶底のみ検出。
A8 墓 136 ⑤期 径 41  深さ [9]  桶底径 33 1.13 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 137 ⑤期 掘り方 95 × 93

木槨 72 × 72 × [47]
桶底径 49

木槨
0.79

桶 0.81

炭を充填した木槨円形木棺墓（木棺は早桶）。木槨。棺桶。木槨側板に
垂直方向に打たれた釘 5 点検出。焼締陶器 (128)。

A8 墓 138 ⑤期 径 49  深さ [9]  桶底径 43 1.12 円形木棺（早桶）墓。石垣により半壊。人骨小片。棺桶。
A8 墓 139 ⑤期 径 28　深さ [5] 1.4 円形木棺（早桶）墓。石垣により半壊。棺桶は石垣下に延びる。
A8 墓 140 ⑤期 径 [54]　深さ [45] 

桶底径 [40]
1.13 円形木棺（早桶）墓。半壊。人骨。棺桶。未完掘。

A8 墓 141 ⑤期 掘り方  径 81　深さ [7]
桶底径 46

1.2 円形木棺（早桶）墓。棺桶。

A8 墓 142 ⑤期 － － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインの一部のみ検出。未完掘。
A8 墓 143 ⑤期 径 57  深さ [23]  桶底径 50 1.14 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。人骨。棺桶。
A8 墓 144 ⑤期 深さ [2]　桶底径 48 1.28 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。棺桶。
A8 墓 145 ⑤期 径 39　深さ [3] 1.23 円形木棺（早桶）墓 ?　半壊。
A8 墓 146 ⑤期 径 56  深さ [17]  桶底径 48 1.09 円形木棺（早桶）墓。桶蓋。人骨。棺桶。木製数珠 (1406 ～ 1408) 副葬。
A8 墓 147 ⑤期 径 56  深さ [4]  桶底径 48 1.18 円形木棺（早桶）墓。A8 区墓 67 により桶底一部切られる。棺桶。
A8 墓 148 ⑤期 掘り方径 [46] － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 149 ⑤期 径 59  深さ [20]  桶底径 47 1.03 円形木棺（早桶）墓。桶底の一部は A8 区墓 103 の下に入る。棺桶。

未完掘。
A8 墓 150 ⑤期 径 58  深さ [33]  桶底径 45 1.17 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 151 ⑤期 径 52  深さ [4]  桶底径 48 1.14 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 152 ⑤期 径 55  深さ [13]  桶底径 42 1.09 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。人骨。棺桶。
A8 墓 153 ⑤期 径 60  深さ [16]  桶底径 48 1.05 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。人骨。棺桶。
A8 墓 154 ⑤期 径 39  深さ [10]  桶底径 32 1.13 円形木棺（早桶）墓。半壊。棺桶。
A8 墓 155 ⑤期 径 55 側板検出

レベル
1.25

円形木棺（早桶）墓。棺桶側板ラインのみ検出。未完掘。

A8 墓 156 ⑤期 径 63  深さ [14]  桶底径 50 1.06 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 157 ⑤期 径 55 － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 158 ⑤期 深さ [2] 1.17 円形木棺（早桶）墓。半壊。棺桶。
A8 墓 159 ⑤期 － － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
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A8 墓 160 ⑤期 径 [40]　深さ [8] 1.13 円形木棺（早桶）墓。半壊。人骨。棺桶。
A8 墓 161 ⑤期 径 57  深さ [24]  桶底径 50 0.97 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 162 ⑤期 径 56  深さ [14]  桶底径 47 1.03 円形木棺（早桶）墓。半壊。人骨。棺桶。
A8 墓 163 ⑤期 径 54  深さ [11]  桶底径 49 1.07 円形木棺（早桶）墓。石材。人骨。棺桶。
A8 墓 164 ⑤期 径 40  深さ [1]  桶底径 38 1.18 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。人骨、人骨は桶底より低い

レベルで出土しており、下層の墓のものである可能性あり。棺桶。
A8 墓 165 ⑤期 径 52　深さ [1] 1.18 円形木棺（早桶）墓 ?　棺桶痕跡である変色土のみ検出。
A8 墓 166 ⑥期 径 53 － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 167 ⑥期 径 35  深さ [19]  桶底径 25 1.04 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。棺桶。
A8 墓 168 ⑤期 径 57  深さ [20]  桶底径 47 1.1 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。人骨。棺桶。未完掘。
A8 墓 169 ⑥期 桶底径 [38] 1.21 円形木棺（早桶）墓。半壊。棺桶の桶底のみ。未完掘。
A8 墓 170 ⑥期 深さ [2] 1.25 円形木棺（早桶）墓。半壊。棺桶。
A8 墓 171 ⑥期 径 60  深さ [9]  桶底径 53 1.15 円形木棺（早桶）墓。棺桶。桶底の一部、A8 区墓 141 の下に入る。未完掘。
A8 墓 172 ⑥期 径 50 － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 173 ⑥期 径 55  深さ [11]  桶底径 48 1.18 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 174 ⑥期 径 56  深さ [10]  桶底径 48 1.13 円形木棺（早桶）墓。棺桶。
A8 墓 175 ⑥期 掘り方径 38 － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 176 ⑥期 深さ [5] 1.24 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られ、一方は A8 区墓 144 の下に入る。

棺桶。未完掘。
A8 墓 177 ⑥期 径 51  深さ [5]  桶底径 48 1.22 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶。
A8 墓 178 ⑥期 径 55  深さ [15]  桶底径 49 1.1 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。棺蓋。棺桶。
A8 墓 179 ⑥期 径 51  深さ [7]  桶底径 48 1.16 円形木棺（早桶）墓。半壊。棺桶。
A8 墓 180 ⑥期 径 50 － 円形木棺（早桶）墓 ?　半壊。掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 181 ⑥期 径 52 － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 182 ⑥期 径 55 － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 183 ⑥期 径 55　深さ [4] 1.12 円形木棺（早桶）墓。棺桶。未完掘。
A8 墓 184 ⑥期 径 39  深さ [5]  桶底径 29 1.18 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。棺桶。
A8 墓 185 ⑥期 径 40 － 円形木棺（早桶）墓。未完掘。
A8 墓 186 ⑥期 径 50  深さ [6]  桶底径 48 1.15 円形木棺（早桶）墓。石材。棺桶。
A8 墓 187 ⑥期 － 1.19 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。棺桶。未完掘。
A8 墓 188 ⑥期 － － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインの一部のみ検出。未完掘。
A8 墓 189 ⑥期 － － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインの一部のみ検出。未完掘。
A8 墓 190 ⑥期 － 側板検出

レベル
1.09

円形木棺（早桶）墓。棺桶の側板ラインのみ検出。未完掘。

A8 墓 191 ⑥期 径 54  深さ [15]  桶底径 49 1.17 円形木棺（早桶）墓。桶底の一部は A8 区墓 177 の下に入る。人骨。棺桶。
A8 墓 192 ⑥期 径 57 － 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺桶側板のみ検出。未完掘。
A8 墓 193 ⑥期 長径 58　短径 43 側板検出

レベル
1.25

楕円形木棺（早桶）墓。棺桶側板ラインのみ検出。未完掘。

A8 墓 194 ⑥期 径 [46]　深さ [5] 1.2 円形木棺（早桶）墓。半壊。棺桶。
A8 墓 195 ⑥期 径 51 － 円形木棺（早桶）墓 ?　掘り方ラインのみ検出。未完掘。
A8 墓 196 ⑥期 径 62  深さ [11]  桶底径 50 1.2 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。人骨。棺桶。
A8 墓 197 ⑥期 － 1.12 円形木棺（早桶）墓。桶底一部切られる。棺桶。
A8 墓 198 ⑥期 径 56  深さ [7]  桶底径 46 1.2 円形木棺（早桶）墓。棺桶。桶底一部切られ、一方は A8 区墓 123 の

下に入る。未完掘。
A8 墓 199 ⑦期 径 61  深さ [36]  桶底径 48 0.78 円形木棺（早桶）墓。人骨。棺蓋。棺桶。
A8 墓 200 ⑦期 径54  深さ[29]  桶底径[41] 1.0 円形木棺（早桶）墓。桶底の一部、A8 区墓 196 の下に入る。人骨。棺桶。

未完掘。
A8 墓 201 ⑦期 － 側板検出

レベル
1.24

円形木棺（早桶）墓。棺桶側板の一部のみ検出。未完掘。

A8 墓 202 ⑦期 － 木槨検出
レベル

1.06

木炭を充填した木槨木棺墓の一部を A8 区墓 137 の西側で検出。木槨
の一部検出。未完掘。

A8 墓 203 ⑦期 径 [50]　深さ [29] 0.89 円形木棺（早桶）墓。桶底の一部、A8 区墓 196・200 の下に入る。人骨。
棺桶。未完掘。
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A8 墓 204 ⑦期 － 側板検出
レベル

1.16

円形木棺（早桶）墓。A8 区墓 125 の底から棺桶の側板ラインのみ検出。
未完掘。

B5 墓 1 ①期 外郭部兼拝石部
　[217 × 154 × 81]
階段部 [118 × 33 × 77]
納骨室 a 内法
　56 × 58 × 58
納骨室 b 内法
　54 × 55 × [33]

拝石部
　2.87
外郭部
　2.10
納骨室 a
　2.34
納骨室 b
　2.53

コンクリート製の外郭部兼拝石部と納骨室 2 基が残存。墓の石材は改
葬時に撤去された痕跡があるが、北面のコンクリート最下段に沿って
境界石のみ残存する。また北面中央には半壊している段状の構築物が
あり、2 段程度の階段が設置されていたものと想定される。納骨室（東
側を a。西側を b とする）a の底には息抜き穴が設けられ、b 内には改
葬時もしくは資料館建設時にコンクリートが流し込まれている。

B6 墓 1 ①期 外郭部 [126] × 152
納骨室内法 46 × 46 × 26

2.06 境界石内を粘質土とモルタルで被覆し、中央には納骨室が残存。東側
損壊。納骨室は底部に 5 枚の石材を敷き、壁を石組と漆喰で築いた上で、
底部に粘土を敷き息抜き穴を設置している。墨書「〇一世 ? 童子 遺骨」
のある骨壺蓋 1。

B6 墓 2 ①期 外郭部 120 × 127
納骨室内法 83 × 78 × [6]

2.41 モルタル製の外郭部と納骨室が残存。底部に息抜き穴設置。

B6 墓 3 ①期 外郭部 117 × 117
納骨室内法 70 × 66 × [4]

2.34 粘質土製の外郭部と納骨室が残存。底部に息抜き穴設置。骨壺からこ
ぼれ出た少量の人骨片残存。

B6 墓 4 ①期 外郭部 136 × [133]
拝石 43 × 40 × 7
納骨室内法
 48（うち凸部 21）× 73（う
 ち凸部 20）× [35]

2.07 境界石の一部と拝石、納骨室が残存。北側損壊。納骨室は拝石側が狭
まる凸状の平面形で煉瓦組内部モルタル塗り。底部に息抜き穴を設置。
納骨室内には壁面の煉瓦が廃棄される。底部には骨壺片と蓋、こぼれ
出た少量の人骨片が残存。

B6 墓 5 ①期 外郭部 [86 × 137]
拝石 91 × 43 × 8

拝石
2.39

コンクリート製の外郭部の一部と拝石のみ残存。拝石は B6 区 SX1 と
同様のタイルの剥離痕が見られるため、転用したものと考えられる。

B6 墓 6 ①期 45 × 47 × [7] 2.31 納骨用方形土坑。
B6 墓 7 ①期 長径 42  短径 27  深さ [6] 2.28 納骨用楕円形土坑。骨壺の蓋。
B7 墓 1 ①期 外郭部 98 × 91

納骨室内法 58 × 51 × [13]
2.37 コンクリート製の納骨室のみ残存。底部に息抜き穴を設置。

B7 墓 2 ①期 － 2.52 骨壺 1 個のみ検出。
B8 墓 1 ①期 外郭部 118 × 149 × 45

納骨室内法 63 × 66
2.57 コンクリート製の外郭部と納骨室が残存。納骨室床面は損壊が著しい

が、逆向きの壺を埋設し息抜き穴を設置している。北端にやや短い長
方形石材の抜き取り痕があり、水鉢や香炉など何らかの施設のものと
想定され、墓は北向きであると考えられる。

B8 墓 2 ①期 外郭部 135 × 166 × 19
納骨室内法 55 × 64 × 29

2.31 コンクリート製の外郭部と納骨室が残存。納骨室底部に息抜き穴を設
置。納骨室北側壁に接して長方形石材の抜き取り痕があり、水鉢や香
炉など何らかの施設のものと想定され、墓は北向きであると考えられ
る。

B8 墓 3 ①期 外郭部 91 × 91
納骨室内法 50 × 55 × [14]

2.48 コンクリート製の外郭部上に石材を組んで壁を築いた納骨室が残存。
石材は 2 個残存する。納骨室底部には息抜き穴を設置、室内南端には
煉瓦が 2 個積み重ねられ、改葬時のものと想定される真砂土で埋まる。

B8 墓 4 ①期 61 × 55 × [10] 2.48 納骨用方形土坑。
B8 墓 5 ①期 径 47　深さ [11] 2.46 納骨用円形土坑。破損し焦げた骨壺 1。
B8 墓 6 ①期 長径 42  短径 30  深さ [11] 2.44 納骨用円形土坑。南端に石材。
B8 墓 7 ①期 長径 55  短径 50  深さ [13] 1.77 納骨用楕円形土坑。骨壺 3。壺の蓋裏に墨書「昭和七年三月廿九〇死

〇　俗名　是澤滝藏　当年　四十七才」。
B8 墓 8 ①期 [18] × 32 × [5] 1.86 納骨用方形土坑。割れた骨壺 1。
B8 墓 9 ①期 28 × 26 × [11] 1.74 納骨用方形土坑。骨壺 1。
B8 墓 10 ①期 33 × 42 × [10] 1.89 納骨用方形土坑。
B8 墓 11 ①期 径 31　深さ [11] 1.86 納骨用円形土坑。下層に動物（猫）の骨あり。
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第 3 図　C2・3 区土層断面図（S=1/30）

第 4 図　 A3 区土層断面図（S=1/50）
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土層説明
  1　被爆整地層
  2　被爆埋め立て層 
  3　灰色（7.5Y5/1）砂　極めて堅緻
  4　黒褐色（10YR3/2）砂質土　堅緻　橙色土ブロック・炭化物僅かに含む
  5　縁石抜き取り痕　砂
  6　暗褐色（10YR 3/4）砂　～20ｍｍ　橙色（2.5Y5/4）土ブロック・炭化物20％含む
  7　黄褐色（2.5Y5/4）土　締まっている
  8　灰黄褐色（10YR4/2）砂　瓦礫溜まり
  9　暗褐色（10YR3/3）砂　粗　炭化物・タタキブロック10％含む
10　黒褐色（10YR3/2）砂　粗　炭化物僅かに含む
11　暗褐色（10YR3/3）砂質土とオリーブ褐色（2.5Y4/4）砂質土の交互層 
12　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　粗
13　にぶい黄褐色（10YR5/4）砂　極めて粗
14　にぶい黄橙色（10YR7/3）砂
15　暗褐色（10YR3/3）砂質土 
16　暗褐色（10YR 3/4）砂質土　橙色（2.5Y5/4）土ブロック50％含む
17　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　橙色（2.5Y5/4）土ブロック20％含む
18　暗灰黄色（2.5Y4/2）土　やや堅緻　17層よりやや明るい　混じりなし　
19　黒褐色（10YR3/2）土
20　暗褐色（10YR 3/4）砂質土　橙色（2.5Y5/4）土ブロック50％　19層との境堅緻
21　褐色（7.5YR4/6）粘質土　極めて堅緻
22　暗褐色（10YR3/3）砂

23　褐色（7.5YR4/4）砂質土
24　褐色（10YR4/4）砂質土　粗
25　にぶい橙色（7.5YR6/4）砂　極めて粗
26　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　やや堅緻
27　にぶい黄褐色（10YR5/4）砂　粗
28　27層+にぶい黄褐色（10YR4/3）粘土　27層50％混じる
29　にぶい黄橙色（10YR6/4）砂　極めて粗
30　29層と同じ
31　褐色（10YR4/4）粘質土
32　28層に同じ
33　褐色（7.5YR4/4）粘質土　31層に類似
34　灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　粗
35　にぶい黄橙色（10YR6/4）砂　極めて粗
36　にぶい黄褐色（10YR5/3）粘質土　橙色（2.5Y5/4）土ブロック炭化物わずかに含む
37　褐色（10YR4/4）粘質土　暗褐色（10YR3/3）砂50％含む
38　黒褐色（10YR3/2）砂質土
39　37層＋38層　50%
40　6層に同じ　
41　7層に同じ　
42　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土 
43　6～7層からなる極めて堅緻な層群。最上層は黒褐色（10YR3/2）、
　　その他は暗褐色（10YR3/3）、各層の厚さは1～2cm　
　　層間には薄い黄褐色（2.5Y5/4）

44　22層に同じ
45　23層に同じ
46　赤褐色（5YR4/8）粘質土　45層40％混じる
47　にぶい黄褐色（10YR4/3）　砂
48　赤褐色（5YR4/8）粘質土　まじりなし。
49　24層に同じ
50　暗褐色（10YR3/3）砂
51　暗褐色（10YR3/3）砂質土 
52　30層に同じ
53　黒褐色（10YR3/2）砂　貝殻50％含む
54　褐色（7.5YR4/4）砂質土
55　褐色（7.5YR4/3）砂質土
56　黒褐色（10YR3/2）砂質土
57　35層に同じ
58　35層に同じ
59　褐色（7.5YR4/4）粘土　自然堆積層
60　暗褐色（10YR3/3）砂質土　粗
61　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　12層より暗 
62　黄褐色（10YR5/6）粘質土　堅緻
63　暗褐色（10YR3/3）砂質土　粗
64　暗褐色（10YR 3/4）砂質土　炭化物5％
65　明褐色（7.5YR5/6）土　やや堅緻
66　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　粗

67　褐色（10YR4/4）砂質土　堅緻
68　灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　やや粗
69　黄褐色（10YR5/6）土　堅緻
70　灰黄褐色（10YR4/2）砂　粗
71　にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土　堅緻
72　舗装1　～3cm砕石＋タール（タールマカダム）
73　舗装2　こぶし大円礫
74　舗装3　～3cm礫％＋タール
75　舗装4　～3cm礫50％含む整地層
76　近現代堀方1
77　近現代堀方2　77層より古い
78　近現代掘方3 
79　近現代掘方4　79層より古い　鉄管痕跡有
80　近代掘方1　74層より古い
81　近代掘方2　74層より古い　下水本管掘方
82　近代掘方3　80層・83層より古い。
83　明黄褐色（10YR6/6）砂　極めて堅緻　真砂土の敲き
84　明黄褐色（10YR6/6）砂　83層との間に灰色（5Y5/1）シルト層
85　にぶい黄褐色（10YR5/4）土　堅緻　～10mm角礫10％
86　褐色（10YR4/4）砂質土　やや粗
87　灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　極めて堅緻　
88　にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　堅緻
89　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　極めて堅緻

  90　暗褐色（10YR3/4）砂質土　堅緻
  91　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　極めて堅緻
  92　にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　堅緻
  93　暗褐色（10YR3/4）砂質土
  94　にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土　やや堅緻
  95　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　均質な微砂
  96　にぶい黄褐色（10YR5/4）砂
  97　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　やや堅緻
  98　黒褐色（10YR2/2）土　貝殻が混じる　
  99　暗褐色（10YR3/3）砂質土　堅緻
100　灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　堅緻
101　明黄褐色（10YR6/6）砂　真砂土の敲き
102　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　粗
103　暗褐色（10YR3/4）砂質土　やや粗
104　灰白色（2.5Y8/2）砂
105　浅黄橙色（10Y8/3）砂　104より古い
106　灰白色（2.5Y7/1）砂
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土層説明　　　　　　　　
 １　現代下水管設置層
 ２　暗褐色(10YR3/3）砂質土　堅く締まる
 ３　橙色（5YR6/8）砂　上面1～2㎝はモルタル床面
 ４　明黄褐色（10YR7/6）砂質土　上面1～2㎝はモルタル床面
 ５　黒褐色（10YR2/3）砂　やや粗い　炭片含む
 ６　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土
　　～3ｃｍの褐色(7.5YR4/4)粘土ブロック含む
 ７　黒褐色（10YR3/2）砂質土　モルタル片・～3cmの炭片含む
 ８　暗褐色（10YR3/3）砂　やや粗い　
 ９　褐色（10YR4/6）砂質土　粘質多い
10　褐色（10YR4/4）砂質土
11　明褐色（7.5YR5/8）砂質土　焼土か
12　橙色（5YR6/8）砂質土　瓦礫90％　被爆瓦礫層
13　にぶい黄褐色（10YR5/3）砂　被爆瓦礫層
14　褐色（7.5YR4/3）砂　炭化物片・瓦礫含む　被爆瓦礫層　
15　灰白色（2.5Y7/1）モルタル層　被爆面
16　褐色（7.5YR4/4）砂　被爆面
17　褐色（7.5YR4/4）くすむ砂　地下室構築土
18　黄橙色（10YR8/6）三和土　たたき床面
19　暗オリーブ褐色（2.5Y3/3）砂　～5ｃｍの暗灰褐色（2.5Y5/2）粘土ブロッ
　　ク，～2ｃｍの明褐色（7.5YR5/6）粘土ブロック，～5cmの黒色（5Y2/1）砂　
　質土ブロック含む
20　黄灰色（2.5Y5/1）砂質土
21　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　やや締まる
22　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土の上下を橙色（7.5YR4/6）粘質土が挟む
23　にぶい黄橙色（10YR6/4）砂　上面に浅黄橙食（10YR8/3）砂
24　オリーブ褐色（2.5Y4/3）シルト
25　暗褐色（10YR3/3）砂　～5mmの炭片含む

26　灰黄褐色（10YR6/2）砂　粗い
27　黒褐色（10YR3/2）砂質土　焼土ブロック含む
28　暗赤褐色（5YR3/4）鉄　
29　黄色（2.5Y8/6）三和土　たたき床面
30　暗赤褐色（5Y3/6）鉄　上面2ｃｍに部分的にモルタル層入る
　　下面2ｃｍに部分的に褐灰色（10ＹＲ5/1）砂質土入る
31　褐灰色（10YＲ4/1）砂質土
32　灰黄色（2.5YR6/2）砂質土
33　黄色（5Y7/6）三和土　たたき床面
34　褐灰色（10ＹＲ4/1）砂質土
35　灰白色（2.5Y8/2）砂
36　灰白色（10YＲ8/1）モルタル片
37　灰白色（2.5Y8/1）砂
38　オリーブ褐色（2.5Y4/3）砂質土
　　～3cmの明赤褐色（5YR5/8）粘質土5％混じる
39　オリーブ褐色（10Y3/1）砂質土　炭片多く含む
40　黄褐色（2.5Y5/3）砂質土　
41　暗灰褐色（2.5Y4/2）砂質土
42　灰白色（2.5Y8/1）砂
43　暗灰褐色（2.5Y5/3）砂質土
44　灰白色（2.5Y8/1）砂
45　にぶい黄褐色（10YR5/8）砂質土
　　～５ｃｍの明赤褐色（5YR5/8）粘質土30％混じる
46　淡黄色（2.5Y8/3）ややくすむ砂
47　明赤褐色（5YR5/8）粘質土
48　褐灰色（10YR5/1）砂質土　上面５ｍｍに明赤褐色（5ＹＲ5/8）粘質土入る
49　淡黄色（2.5Ｙ8/3）砂
50　黄褐色（2.5Ｙ5/3）砂　やや締まる
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土層説明　　　　　　　　
 １　現代下水管設置層
 ２　暗褐色(10YR3/3）砂質土　堅く締まる
 ３　橙色（5YR6/8）砂　上面1～2㎝はモルタル床面
 ４　明黄褐色（10YR7/6）砂質土　上面1～2㎝はモルタル床面
 ５　黒褐色（10YR2/3）砂　やや粗い　炭片含む
 ６　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土
　　～3ｃｍの褐色(7.5YR4/4)粘土ブロック含む
 ７　黒褐色（10YR3/2）砂質土　モルタル片・～3cmの炭片含む
 ８　暗褐色（10YR3/3）砂　やや粗い　
 ９　褐色（10YR4/6）砂質土　粘質多い
10　褐色（10YR4/4）砂質土
11　明褐色（7.5YR5/8）砂質土　焼土か
12　橙色（5YR6/8）砂質土　瓦礫90％　被爆瓦礫層
13　にぶい黄褐色（10YR5/3）砂　被爆瓦礫層
14　褐色（7.5YR4/3）砂　炭化物片・瓦礫含む　被爆瓦礫層　
15　灰白色（2.5Y7/1）モルタル層　被爆面
16　褐色（7.5YR4/4）砂　被爆面
17　褐色（7.5YR4/4）くすむ砂　地下室構築土
18　黄橙色（10YR8/6）三和土　たたき床面
19　暗オリーブ褐色（2.5Y3/3）砂　～5ｃｍの暗灰褐色（2.5Y5/2）粘土ブロッ
　　ク，～2ｃｍの明褐色（7.5YR5/6）粘土ブロック，～5cmの黒色（5Y2/1）砂　
　質土ブロック含む
20　黄灰色（2.5Y5/1）砂質土
21　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　やや締まる
22　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土の上下を橙色（7.5YR4/6）粘質土が挟む
23　にぶい黄橙色（10YR6/4）砂　上面に浅黄橙食（10YR8/3）砂
24　オリーブ褐色（2.5Y4/3）シルト
25　暗褐色（10YR3/3）砂　～5mmの炭片含む

26　灰黄褐色（10YR6/2）砂　粗い
27　黒褐色（10YR3/2）砂質土　焼土ブロック含む
28　暗赤褐色（5YR3/4）鉄　
29　黄色（2.5Y8/6）三和土　たたき床面
30　暗赤褐色（5Y3/6）鉄　上面2ｃｍに部分的にモルタル層入る
　　下面2ｃｍに部分的に褐灰色（10ＹＲ5/1）砂質土入る
31　褐灰色（10YＲ4/1）砂質土
32　灰黄色（2.5YR6/2）砂質土
33　黄色（5Y7/6）三和土　たたき床面
34　褐灰色（10ＹＲ4/1）砂質土
35　灰白色（2.5Y8/2）砂
36　灰白色（10YＲ8/1）モルタル片
37　灰白色（2.5Y8/1）砂
38　オリーブ褐色（2.5Y4/3）砂質土
　　～3cmの明赤褐色（5YR5/8）粘質土5％混じる
39　オリーブ褐色（10Y3/1）砂質土　炭片多く含む
40　黄褐色（2.5Y5/3）砂質土　
41　暗灰褐色（2.5Y4/2）砂質土
42　灰白色（2.5Y8/1）砂
43　暗灰褐色（2.5Y5/3）砂質土
44　灰白色（2.5Y8/1）砂
45　にぶい黄褐色（10YR5/8）砂質土
　　～５ｃｍの明赤褐色（5YR5/8）粘質土30％混じる
46　淡黄色（2.5Y8/3）ややくすむ砂
47　明赤褐色（5YR5/8）粘質土
48　褐灰色（10YR5/1）砂質土　上面５ｍｍに明赤褐色（5ＹＲ5/8）粘質土入る
49　淡黄色（2.5Ｙ8/3）砂
50　黄褐色（2.5Ｙ5/3）砂　やや締まる
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第 6 図　A6 区土層断面図（S=1/30）

第５図　 A4 区土層断面図（S=1/50）
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土層説明　　　　　　　　
 １　現代下水管設置層
 ２　現代下水管設置層　コンクリート層
 ３　現代下水管設置層
 ４　現代下水管設置層　灰白色（2.8Y8/1）海砂
 ５　黄灰色（2.5Y5/1）砂質土　コンクリ片多く混じる
　　資料館建築時の整地層か
 ６　暗褐色（7.5YR3/4）砂　鉄片・瓦片多く含む　復興時廃棄土坑
 ７　灰褐色（7.5YR5/2）砂質土　炭片・焼土ブロック多く混じる
 ８　黒褐色（7.5YR3/2）モルタル　モルタル床面　
 ９　黄灰色（2.5Y5/1）砂質土
10　黒色（2.5Y2/1）炭化物層　コークスか
11　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　堅く締まる
12　にぶい黄橙色（10YR7/3）砂
13　灰色（5Y4/1）砂　炭片多く混じる
14　暗褐色（10YR3/4）砂　
15　にぶい黄色（2.5Y6/3）花崗岩バイラン土
16　黒褐色（10YR3/2）砂　瓦片・貝殻多く混じる　土坑埋土

17　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　貝殻混じる
18　暗灰黄色（2.5Y5/2）砂　堅く締まる
19　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　土管片混じる
20　暗褐色（10YR3/3）砂　炭片混じる　堅く締まる
21　黄灰色（2.5Y4/1）砂　炭片わずかに混じる
22　暗褐色（10YR3/3）砂
23　暗灰黄色（2.5Y5/2）砂　堅く締まる
24　灰白色（2.5Y8/2）砂
25　黄灰色（2.5Y4/1）砂　旧下水管埋土
26　灰黄褐色（10YR4/2）砂　炭片わずかに混じる　堅く締まる
27　にぶい黄褐色（10YR5/3）砂
28　暗褐色（10YR3/4）砂　堅く締まる　
29　灰白色（2.5Y8/2）砂
30　オリーブ黒色（5Y3/2）砂　堅く締まる
31　黄灰色（2.5Y4/1）砂質土　やや粘る
32　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　瓦片・貝殻多く混じる
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土層説明
１　黒色(10YR2/1)粘質土　堅緻　墓道A構成土
２　黒褐色(10YR3/2)壌土　堅緻　墓道A構成土
３　褐色(10YR4/4)砂壌土　極堅緻　墓道A構成土
４　黒褐色(10YR3/2)壌土　極堅緻　～2ｃｍの重層　間に砂　墓道A構成土
５　褐色(10YR4/6)砂壌土　粗　墓道A構成土
６　黄褐色(10YR5/6)壌土　極堅緻　～2ｃｍの重層　間に砂　墓道A構成土
７　明褐色(7.5YR5/6)粘質土　極堅緻　墓道A構成土
８　４に同じ　墓道A構成土
９　褐色(10YR4/4)砂壌土　やや粗
10　５に同じ
11　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　堅緻　墓道A構成土
12　暗褐色（10YR3/4）砂壌土　堅緻　～５ｍｍのカーボン、７のブロック５％含む
13　褐色(10YR4/4)砂壌土　カーボン３％含む
14　暗褐色（10YR3/4）砂壌土　やや堅緻　墓道A構成土
15　褐色(10YR4/4)壌土　極堅緻　～2ｃｍの重層　間に砂　墓道A構成土
16　にぶい黄褐色（10YR4/3)壌土　極堅緻　墓道A構成土
17　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　やや粗　～５ｍｍのカーボン20％含む
18　黄褐色(10YR5/6)壌土　極堅緻　～2ｃｍの重層　間に砂　墓道A構成土
19　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　やや粗　墓道A構成土
20　にぶい黄褐色（10YR5/4)砂　粗
21　にぶい黄褐色（10YR4/3)壌土　やや堅緻
22　黒褐色（10YR2/2）壌土　堅緻
23　褐色(10YR4/6)壌土
24　褐色(10YR4/4)壌土
25　褐色(10YR4/4)砂壌土　やや粗
26　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　やや粗
27　褐色(10YR4/4)壌土
28　褐色(10YR4/4)砂壌土　やや粗
29　オリーブ褐色（2.5Y4/4)砂壌土　やや粗
30　褐色(10YR4/4)砂壌土　雨水・汚水排水パイプ掘り方埋土
31　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　やや粗　雨水・汚水排水パイプ掘り方埋土
32　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　～5ｍｍ明褐色（7.5YR5/6）粘質土３％含む
　　 雨水・汚水排水パイプ掘り方埋土
33　にぶい黄褐色（10YR5/3)砂壌土　雨水・汚水排水パイプ掘り方埋土
34　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　粗
35　オリーブ褐色（2.5Y4/4)砂壌土
36　オリーブ褐色（2.5Y4/3)砂壌土

37　黄褐色（2.5Y5/3)壌土
38　にぶい黄褐色（10YR4/3)壌土
39　オリーブ褐色（2.5Y4/3)壌土　黄褐色(10YR5/6）砂を40％含む
40　オリーブ褐色（2.5Y4/3)壌土　やや粗
41　暗褐色（10YR3/4）砂壌土
42　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　やや粗、瓦片混じる　A6区墓63埋土
43　灰黄褐色（10YR4/2)壌土　やや粗　A6区墓63埋土
44　暗褐色（10YR3/3）壌土
45　暗オリーブ褐色（2.5Y3/3)壌土　～３ｍｍの砂粒10％含む　A6区墓4底部による攪乱
46　褐色(10YR4/4)壌土　極堅緻　２～３ｃｍの重層　間に砂　墓道B構成土
47　暗褐色（10YR3/3）粘質土　極堅緻　墓道B構成土
48　褐色(10YR4/5)壌土　やや粗
49　46に同じ　墓道B構成土
50　褐色(10YR4/4)砂壌土　やや粗
51　暗褐色（10YR3/3）砂壌土
52　にぶい黄褐色（10YR5/4)砂壌土　やや粗　～５ｍｍのカーボン1％含む
53　褐色(10YR4/4)壌土
54　暗褐色（10YR3/4）壌土　やや粗　～10ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを５％含む
　　 A6区墓4底部による攪乱
55　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　～５ｍｍのにぶい黄褐色（10YR6/3)粘質土ブロックを10％、
　　～30ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを５％含む
56　オリーブ褐色（2.5Y4/3)壌土　やや粗
57　黒褐色（10YR3/2）壌土　～50ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを20％含む
58　黄褐色（10YR5/4)砂壌土　～10ｍｍのにぶい黄褐色（10YR6/3)粘質土ブロックを５％含む
　　 A6区墓74埋土
59　黄褐色（10YR5/4)砂壌土　A6区墓74埋土
60　にぶい黄褐色（10YR5/3)砂壌土　やや粗
61　にぶい黄褐色（10YR5/4)砂壌土　やや粗　～５ｍｍのカーボン１％含む
62　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　～５ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを５％含む
　　 A6区墓74埋土
63　オリーブ褐色（2.5Y4/4)砂壌土　～５ｍｍのカーボン５％含む　A6区墓74埋土
64　暗オリーブ褐色（2.5Y3/3)砂壌土　10～50ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを10％含む
65　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土
66　木質層
67　にぶい黄褐色（10YR4/3)壌土　やや粗　
　　10～30ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを30％含む　A6区墓77埋土
68　褐色(10YR4/4)壌土　～２mmの砂を40％含む
69　暗褐色（10YR3/3）粘質土　堅緻

70　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　～10ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを５％含む
71　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　粗　　A6区墓77棺桶変質土
72　褐色(10YR4/4)砂壌土　やや堅緻　～20ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを５％含む　
　　骨片含む
73　暗褐色（10YR3/4）砂壌土　～10ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを10％含む
74　灰黄褐色（10YR4/2)壌土　やや粗
75　褐色(10YR4/4)壌土　にぶい黄褐色（10YR4/3)壌土40％混じる
76　にぶい黄褐色（10YR5/4)砂壌土　堅緻　叩き
77　灰黄褐色（10YR4/2)粘質土　極堅緻　墓道C構成土
78　黒褐色（10YR3/2）粘質土　極堅緻　77との間に砂　墓道C構成土
79　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　堅緻　墓道C構成土
80　褐色(10YR4/4)粘質土　極堅緻　墓道C構成土
81　黄褐色(10YR5/8)砂壌土　極堅緻　叩き様　墓道C構成土
82　褐色(10YR4/4)壌土　堅緻　～５ｍｍの砂、褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを30％含む　
　　 墓道C構成土
83　にぶい黄褐色（10YR4/3)壌土　極堅緻　墓道C構成土
84　黒褐色（10YR3/2）粘質土　極堅緻　墓道C構成土
85　にぶい黄褐色（10YR5/4)壌土　極堅緻な１～２ｃｍの重層、間に砂　墓道C構成土
86　褐色(10YR4/4)壌土　～20ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを５％含む
87　暗褐色（10YR3/4）壌土
88　石片　A6区SK6埋土
89　にぶい黄褐色（10YR4/3)壌土
90　褐色(10YR4/4)壌土
91　褐色(10YR4/4)砂壌土　～10ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを10％含む
92　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　やや粗
93　暗褐色（10YR3/3）砂壌土　やや粗　棺痕
94　褐色(10YR4/4)壌土
95　にぶい黄褐色（10YR5/4)砂壌土　真砂くずれ様
96　暗褐色（10YR3/4）砂壌土　やや粗
97　にぶい黄褐色（10YR4/3)壌土　やや粗　A6区墓89埋土
98　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　A6区墓89埋土
99　褐色(10YR4/4)砂壌土　A6区墓89埋土
100　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　～10ｍｍの褐色(7.5YR4/6）粘質土ブロックを10％、
　　～５ｍｍの砂を10％含む　A6区墓89埋土
101　暗褐色（10YR3/4）壌土
102　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　瓦礫多く混じる　地中梁掘り方

─ 140・141 ─
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土層説明
 1　にぶい橙色（7.5YR7/3）砂土（粗砂）　雨水・汚水排水パイプ掘り方埋土
 2　暗褐色（7.5YR3/3）砂質土　雨水・汚水排水パイプ掘り方埋土
 3　にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　資料館本館地中梁掘り方埋土
 4　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　焼土混じる　被爆後改葬痕跡
 5　赤褐色（5YR4/6）砂質土　焼瓦・焼土混じる　被爆後改葬痕跡
 6　にぶい褐色（7.5YR3/4）砂質土に明褐色（7.5YR5/6）砂質土（焼土）混じる
 7　暗褐色（10YR3/3）砂質土　墓道A構成土
 8　にぶい黄褐色（10YR3/3）砂質土　墓道B構成土
 9　にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土　墓17掘り方埋土
10   黒褐色（7.5YR3/2）砂質土　墓道A構成土
11   赤褐色（5YR4/6）シルト質壌土　固くしまる　墓道A構成土
12   灰黄褐色（10YR4/2）砂質土
13   にぶい黄橙色（10YR6/4）砂質土　粗砂含む　墓道B構成土
14   黄灰色（2.5Y5/1）シルト質壌土　墓道B構成土
15   黄褐色（10YR5/6）砂質土　粗砂若干含む　墓道B構成土
16   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　墓道A構成土
17   にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土　墓道A構成土
18   黒褐色（7.5YR2/2）砂質土　墓道A構成土
19   橙色（7.5YR6/6）壌土　粗砂含み固くしまる　三和土と同質　墓道A構成土
20   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　粗砂・炭片含む　墓道A構成土
21   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　粗砂含む
22   黒褐色（10YR3/2）砂質土を基本ににぶい黄橙色（10YR6/4）シルト質壌土を
　　所々含む　炭多く含む
23   にぶい黄褐色（10YR5/4）壌土内に墓14のレンガ・粘土・漆喰・にぶい褐色
　　（7.5YR6/3）の三和土で構成される納骨室が設置される
24   にぶい黄橙色（10YR6/4）砂質土
25   灰黄褐色（10YR5/2）砂質土　骨壺片・骨片含む
26   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　墓道B構成土
27   褐色（10YR4/4）砂質土　墓道A構成土
28   にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土　墓道B構成土
29   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　墓道B構成土
30   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土
31   灰黄褐色（10YR4/2）砂質土

32   にぶい黄橙色（10YR6/3）砂質土　骨壺片・骨片含む　墓31二次構成土
33   にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土　墓31二次構成土
34   にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土　墓31一次構成土
35   灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　墓31一次構成土
36   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土
37   褐色（10YR4/4）砂質土　墓54桶内落ち込み土
38   灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　墓54桶内落ち込み土
39   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　墓54桶内落ち込み土
40   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　墓54桶内落ち込み土
41   にぶい黄褐色（10YR4/3）壌土　やや粘る　墓54桶内埋土
42   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　墓54桶側板変質土
43   灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　粗砂・炭片・陶器片含む　墓54掘り方埋土
44   褐色（7.5YR4/3）砂質土　瓦片含む　墓54掘り方埋土
45   褐色（10YR4/4）砂質土　墓石含む　墓64桶内落ち込み土
46   にぶい黄褐色（10YR4/3）壌土　棺材片含む　墓64桶内落ち込み土
47   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　骨含む　墓64掘り方埋土
48   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　炭・瓦片含む　墓92桶内落ち込み土
49   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　墓92桶内落ち込み土
50   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　骨片含む　墓92桶内埋土
51   にぶい黄褐色（10YR5/3）壌土　墓92桶内埋土
52   にぶい黄褐色（10YR4/3）壌土　墓92掘り方埋土
53   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　棺桶木材片含む　墓92掘り方埋土
54   にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土　焼土塊含む
55   暗褐色（10YR3/3）砂質土
56   にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土が薄いシルト質壌土と互層になる（水流の影
　　響か）　墓道？
57   褐色（10YR4/4）砂質土
58   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土
59   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　攪乱骨含む　墓81の桶内落ち込み土
60   褐色（10YR4/4）砂質土　墓81の落ち込み土
61   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　墓81・82の桶内落ち込み土
62   にぶい黄褐色（10YR4/3）壌土　墓81の桶内落ち込み土
63   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　墓82桶内埋土・落ち込み墓石含む

64   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　墓81桶内埋土
65   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　骨含む　墓81桶内埋土
66   褐色（7.5YR4/3）砂質土　墓道B構成土
67   にぶい褐色（7.5YR5/3）砂質土　墓道B構成土
68   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　墓道B構成土
69   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　墓道B構成土
70   灰黄褐色（10YR4/2）シルト質壌土　墓道B構成土
71   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　墓道B構成土
72   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　墓道B構成土
73   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　墓道B構成土
74   にぶい黄褐色（10YR5/4）砂質土
75   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　瓦礫含む
76   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土
77   灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　墓道B構成土
78   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土
79   褐色（10YR4/4）砂質土
80   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土
81   にぶい黄褐色（10YR4/3）壌土
82   にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土が薄いシルト質壌土と互層になる（水流の影
　　響か）　墓道？
83   にぶい黄褐色（10YR4/3）壌土　墓82掘り方埋土
84   にぶい黄褐色（10YR4/3）壌土　墓82掘り方埋土
85   灰黄褐色（10YR4/2）砂質土
86   褐灰色（10YR4/1）壌土　墓103桶内埋土
87   灰黄褐色（10YR4/2）壌土　墓103掘り方埋土
88   褐灰色（10YR4/1）壌土　墓103掘り方埋土
89   灰褐色（7.5YR4/2）砂質土
90   灰黄褐色（10YR4/2）壌土
91   にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土
92   灰黄褐色（10YR5/2）壌土を基本に褐灰色（10YR4/1）重埴土（土葬墓有機物
　　分解土）を所々含む
93   褐灰色（7.5YR4/1）壌土　墓81掘り方埋土
94   にぶい黄褐色（10YR4/3）壌土　墓82掘り方埋土
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第 8 図　 B8 区土層断面図（S=1/30）

第 10 図　 D8 区土層断面図（S=1/50）第 9 図　 C3 区土層断面図（S=1/50）
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土層説明
  1　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂質土　瓦礫多く混じる　地中梁掘り方
  2　砕石層
  3　灰褐色（10YR5/1)砂質土
  4　灰黄褐色（10YR4/2)砂質土
  5　黄灰色（2.5Y4/1)砂質土
  6　黒褐色（10YR3/1)砂質土　瓦片・炭化物片多く混じる
  7　紫灰色（5RP6/1)灰　炭化物片多く混じる
  8　暗灰黄色（2.5Y5/2)砂質土　炭化物片・鉄片･陶磁器片多く混じる汚れた層
  9　8層に同じ
10　褐灰色（2.5Y4/1)砂質土　上面は７層入る　ガラス・炭化物・鉄片多く混じる
11　黄灰色（2.5Y5/1)砂質土　炭化物・時・ガラス片混じる
12　淡黄色（5Y8/4）砂質土　極めて堅緻　三和土破片からなる
13　黄灰色（2.5Y4/1)砂質土　火葬墓納骨室内流入土
14　暗灰黄色（2.5Y4/2)砂質土　堅緻
15　明赤褐色（7.5YR5/8)焼土
16　にぶい黄色（2.5Y6/4)砂
17　灰色（10Y4/1)砂　砂鉄
18　黄灰色（2.5Y4/1）砂質土　堅緻
19　黒褐色（2.5Y3/1)砂質土　火葬墓納骨室流入土
20　石炭ガラ

21　明赤褐色（5YR5/8）粘質土　焼土
22　オリーブ黒色（5Y3/1)粘質土
23　明黄褐色（10YR7/6)砂質土　極めて堅緻　三和土層　上面は黒く汚れる
24　にぶい黄色（2.5Y6/4)砂
25　７層に同じ
26　にぶい黄色（2.5Y6/4)砂質土　堅緻
27　褐灰色（2.5Y4/1)砂質土　炭化物40％含む　
28　褐灰色（10YR4/1）砂質土　極めて堅緻　炭化物・三和土片多く混じる
29　褐灰色（10YR5/1)砂質土　赤土少し混じる　堅緻
30　黄灰色（2.5Y4/1)砂質土　～１０ｍｍの炭化物片多く混じる
31　淡黄色（2.5Y8/3)砂質土　極めて堅緻　三和土　
32　褐灰色（10YR5/1)砂質土
33　褐灰色（10YR6/1）砂質土　堅緻
34　黄灰色（2.5Y5/1)砂質土　灰、炭化物多く含む
35　浅黄橙色（10YR8/3)砂　極めて粗
36　褐灰色（10YR6/1)砂　レンガ片70％含む
37　浅黄橙色（10YR8/3)砂　極めて粗
38　21層に同じ
39　灰色（10Y5/1)粘質土
40　灰色（10Y5/1)砂　石組溝内堆積

41　三和土ブロック、瓦片　溝石組抜取り跡　
42　オリーブ黒色（7.5Y3/1)砂質土　～30ｍｍ三和土・炭化物・レンガ片10％含む
43　灰色（7.5Y4/1)砂質土　三和土・レンガ片50％含む　
44　灰色（7.5Y4/1)粘土　
45　オリーブ黄色（5Y6/3)砂　やや堅緻
46　灰色（5Y4/1)砂　堅緻　
47　暗灰黄色（10YR5/2)砂質土　　
48　淡黄色（2.5Y8/4)三和土層　上面１０ｍｍはモルタル
49　黒褐色（7.5YR3/1)砂質土　50ｍｍ～200ｍｍの砕石50％含む
50　明褐色（7.5YR5/8)粘質土　炭化物・粘質土ブロック含む　
51　黒褐色（10YR3/1）砂質土
52　黒褐色（10YR3/1）砂質土　51層より明
53　黒褐色（10YR3/1）砂質土　52層より暗
54　黒褐色（10YR3/1）砂質土　53層より暗　
55　灰黄褐色（10YR4/2)砂質土
56　灰黄褐色（10YR4/2)砂質土　55層より明
57　オリーブ褐色（2.5Y4/3)砂
58　明黄褐色（2.5Y7/8)細砂
59　黄灰色（2.5Y7/8)シルト　水分多い　
60　黒色（10YR2/1)砂質土
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土層説明
 １　現代下水管設置層
 ２　黄灰色(2.5Y5/1）砂質土　コンクリ片多く混じる
 ３　暗灰黄色（2.5Y5/2）砂質土　コンクリ片多く混じる
 ４　黄灰色（2.5Y5/3）砂質土　コンクリ片多く混じる
 ５　黄灰色（2.5Y5/3）砂質土　４層より暗　コンクリ片多く混じる
 ６　褐灰色（10YR5/1）砂　炭片・焼土ブロック混じる
 ７　褐灰色（10YR4/1）砂　炭片ブロック混じる　堅く締まる
 ８　灰暗褐色（10YR6/2）砂　
 ９　暗灰黄色（2.5Y4/2）砂質土
　　炭片・貝殻・焼土ブロック・土器片多く混じる
10　灰暗褐色（10YR4/2）砂
11　褐灰色（10YR5/1）砂　コンクリ片・ブロック片混じる
12　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　焼土ブロック混じる
13　褐灰色（7.5YR4/1）砂質土　上面にモルタル層・被爆攪乱層
14　褐灰色（10YR4/1）砂質土　上面は被爆面　
15　にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土
16　褐灰色（10YR5/1）砂　～1ｃｍの円礫10％混じる
17　オリーブ灰白色（10GY6/1）細砂利
18　黒褐色（2.5Y3/1）砂　炭片・瓦片混じる　土坑埋土
19　灰オリーブ色（5Y6/2）砂　花崗岩破片混じる
20　暗灰黄色（2.5Y5/2）砂

16

21　褐灰色（7.5YR4/1）砂　炭片・瓦片・焼土ブロック混じる　極堅緻
22　褐灰色（10YR5/1）砂　炭片・瓦片・焼土ブロック混じる　極堅緻
23　褐灰色（10YR4/1）砂　やや粘る
24　灰白色（10YR6/1）砂質土　旧下水管埋土
25　灰白色（2.5Y6/1）砂質土　旧下水管埋土
26　灰黄褐色（10YR4/2）砂　堅く締まる
27　黄灰色（2.5Y5/1）砂　上面に1㎝厚で灰白色（2.5Y8/1）砂堅く締まる
28　明赤褐色（5YR5/8）粘質土　砂分強い　
29　灰色（7.5Y6/1）砂　黄味強い
30　オリーブ褐色（2.5Y4/3）砂　堅く締まる
31　にぶい黄色（2.5Y6/3）砂
32　褐灰色（10YR4/1）砂質土　堅く締まる
33　灰黄色（2.5Y6/2）砂
34　オリーブ褐色（2.5Y4/3）砂
35　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　堅く締まる
36　黒褐色（2.5Y3/1）砂　炭片・貝殻混じる　土坑埋土
37　灰オリーブ色（5Y6/2）砂
38　灰オリーブ色（5Y5/2）砂　極堅緻
39　暗灰黄色（2.5Y5/2）砂　上面に1㎝厚で褐色（7.5YR4/6）粘質土
40　にぶい黄色（2.5Y6/3）　上面に1㎝厚で褐色（7.5YR4/6）粘質土
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土層説明
１　石敷
２　コンクリート基盤
３　バラス
４　黒褐色(10YR3/1)砂壌土（～100ｍｍのレンガ・石片20％含む）
５　バラス（3とは異なる）
６　浅黄色(2.5Y7/3)  モルタル　戦後排水溝断面
７　暗褐色(10YR3/3)砂壌土(～5ｍｍの焼土・炭化物片５％含む)
８　3に同じ
９　暗褐色(10YR3/3)砂壌土
　　(~30ｍｍのレンガ・炭化物片30％含む　戦後整地層）
10　黄褐色(2.5Y5/4)粘質土　堅緻
11　黒褐色（10YR3/1)砂壌土
12　10とにぶい黄色（10YR6/4）砂土50％混じる
13　暗褐色(10YR3/3)砂壌土
14　黒色（2.5Y2/1) 石炭ガラ状
15　黄褐色（10ＹＲ5/6）壌土　堅緻
16　オリーブ褐色（2.5Y4/3)壌土
17　石片溜り
18　明黄褐色（2.5Y6/8）粘質土　極めて堅緻
19　暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)砂壌土 　極めて堅緻
20　褐灰色（10YR4/1)砂壌土（10～30ｍｍの石片50％含む）
21　炭化物

22　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土 　堅緻
23　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂壌土　瓦片・石片等50％含む
24　褐色（7.5YR4/4)粘土　極めて堅緻
25　黒褐色(10YR3/1)砂土　粗
26　暗褐色(10YR3/4)砂土　粗
27　にぶい黄橙色(10YR6/4)砂土　粗
28　にぶい黄褐色(10YR4/3)砂土　粗
29　褐色(10YR4/4)砂壌土 　やや堅緻（防空壕壁板と掘り方の間の埋土）
30　暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)砂壌土 　堅緻　～50ｍｍレンガ片5％含む
31　黒色(2.5Y2/1) 石炭ガラ状（14同じ？）
32　橙色(7.5YR6/6)粘質土　堅緻
33　暗褐色(10YR3/3)砂壌土 　32のブロック10％・瓦片10％含む
34　にぶい黄橙色(10YR7/4)砂壌土　極めて堅緻（三和土？）
35　厚さ80～100ｍｍの三和土大型破片
36　にぶい黄橙色(10YR7/2)砂壌土　極めて堅緻　便槽壁面
37　9層に同じ
38　褐色(10YR4/4)砂土　粗
39　オリーブ褐色(2.5Y4/3)粘土　堅緻
40　４・６層とにぶい黄褐色(10YR5/4)砂土が1：1：1で混ざる
　　被爆ガラ40％含む
41　にぶい黄橙色(10YR6/4)砂土　極めて粗
42　黄褐色(10YR5/6)砂土　粗　～10cmの瓦片10％含む

43　にぶい黄褐色(10YR5/4)砂壌土
44　暗褐色(10YR3/3)砂壌土　やや粗　～5mmの焼土・炭化物を 
　　僅かに含む
45　にぶい黄褐色（10YR4/3)砂土　堅緻
46　にぶい黄橙色(10YR6/4)砂土　極めて粗
47　にぶい黄褐色(10YR5/4)砂土　やや堅緻
48　10層と16層の互層
49　にぶい黄褐色(10YR5/4)砂土　極めて粗
50　にぶい黄橙色(10YR6/4)砂土　極めて粗
51　黒褐色(10YR3/3)　～10ｍｍの明褐色(7.5YR5/6)粘質土
　　ブロック10％含む
52　褐色(7.5YR4/6)粘土と褐色(10YR4/6)砂壌土が1：1で混じる
　　～10mmの炭化物10％含む　
53　瓦溜まり
54　にぶい黄褐色(10YR4/3）砂壌土　～5ｍｍの褐色(7.5YR4/6)
　　粘土ブロック40％混じる
55　暗褐色(10YR3/3)砂土
56　にぶい黄橙色(10YR6/4)砂土　極めて粗
57　灰黄褐色(10YR4/2)粘土　
58　褐色(7.5YR4/6)粘質土
59　褐色(10YR4/6)砂壌土
60　褐色(10YR4/4)砂壌土
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第 11 図　 A4 区 SB1 地下室実測図（平面図 S=1/20・断面図 S=1/40） 第 12 図 A4 区 SK1 実測図（S-1/20）
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土層説明
 １　橙色（7.5YR5/8）くすむ土　被爆瓦礫層
 ２　赤褐色(5YR4/6）土　被爆瓦礫層
 ３　黄褐色（10YR5/6）粘質土
　　上面１㎝厚で炭化物層広がる　被爆面
 ４　褐灰色（7.5YR5/1）砂質土
 ５　モルタル層
 ６　褐灰色（10YR4/1）砂質土
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第 14 図　B1 区 SK1 実測図（S=1/20）

第 13 図　A3 区 SX1 実測図（S=1/20）
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第 15 図　A9 区 SB1 実測図（S=1/30）
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第 16 図　B1 区 SK2 実測図（S=1/5・S=1/8）
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第 17 図　B1 区 SK2 遺物検出実測図（S=1/10）
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第 18 図　C6 区 SB2 平面図（S=1/30）
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－ 石材
－ 繊維状炭化物
－ 炭化材
－ 形状の無い炭片・灰
－ モルタル面

赤破線範囲内については下層の別図面あり
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第 19 図　C6 区 SB2 平面図 2・断面図（1/30）
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C5-SW2 C5-SX5

C6-SB1 C6-SW2

C6-SB1に伴う敷設瓦

繊維状炭化物

厠下駄
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　標高位置を図示した
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－ 焼土
－ 炭化材
－ 形状の無い炭片や灰・断面図では粘土
－ 叩き面・断面図ではモルタル面

下層③
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第 20 図　A4 区 SK3・4 断面図（S=1/40）

第 21 図　 C5 区 SB1 風呂基礎実測図（S=1/40）

Ｌ＝2.4ｍ

土層説明
１　明赤褐色(5YR3/2)砂質土　被爆瓦礫層
２　にぶい黄褐色（10YR5/3）砂質土　被爆瓦礫層
　　A4区SK4便槽設置層
３　黄色（2.5YR8/6）花崗岩バイラン土　トイレ三和土床
４　褐灰色（10YR6/1）砂質土
５　オリーブ色（5YR6/6）シルト　A4区SK3便槽設置層
６　灰黄褐色（10YR6/2）砂質土　旧便槽設置層
７　コークス・炭化物層
８　黄灰色（2.5Y5/1）砂

９　灰黄色（2.5Y6/2）シルト
10　にぶい黄色（2.5Y6/4）砂
11　黄褐色（2.5Y5/3）砂　堅く締まる
12　灰白色（7.5Y7/2）シルト　堅く締まる
13　橙色（7.5Y6/8）砂質土　やや粘る
14　灰黄褐色（10YR4/2）砂
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第 22 図　A3 区 SK3 実測図（S=1/20）

第 23 図　D8 区防空壕実測図（S=1/40）
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第 24 図　A8 区 SW1 実測図（S=1/50）
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第 25 図　B8 区炉跡 1 実測図（S=1/20）
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土層説明　　　　　　　　
 １　灰色（5Y5/1）砂質土　墓所移設攪乱土
 ２　暗灰色(N3/　）粘質土　木質痕跡か
 ３　灰色（5Y5/1）砂質土
 ４　灰色（N5/　）砂質土　やや粘る
 ５　暗オリーブ灰色（2.5GY4/1）砂質土　やや粘る
 ６　灰色（N4/　）粘質土　下面1ｃｍは炭層
 ７　明赤褐色（2.5YR5/8）砂質土　焼土層　瓦片多く混じる
 ８　黒色（N2/　）炭　朽ちた炭化物層
 ９　灰オリーブ色（5Y5/2）砂質土
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土層説明　　　　　　　　
 １　灰色（5Y5/1）砂質土　墓所移設攪乱土
 ２　淡黄色(5Y8/4）三和土　墓所基礎
 ３　灰色（5Y5/1）砂質土　１層より暗い
 ４　灰色（10Y4/1）砂質土　極粗
 ５　黄灰色（2.5Y4/1）砂質土
 ６　にぶい黄橙色（10YR6/4）砂質土　焼土崩れ
 ７　褐色（10YR4/4）砂質土　緻密
 ８　黄灰色（2.5Y4/1）砂質土
 ９　灰白色（2.5Y7/1）砂質土　灰混じる
10　明赤褐色（2.5YR5/8）砂質土　焼土層
　　上面１cmは灰色（N4/4）砂質土

－ レンガ
－ 瓦
－ 石

18

11　赤褐色（5YR4/8）砂質土　墓石設置層
12　灰色（N5/　）砂質土　やや粘る
13　明赤褐色（2.5YR5/8）砂質土　焼土層　瓦片多く混じる
14　明赤褐色（2.5YR5/8）砂質土　焼土層　瓦片70％
15　黒色（N2/　）炭　朽ちた炭化物層
16　明赤褐色（2.5YR5/8）砂質土　堅く締まる　炉壁
17　褐灰色（10YR4/1）砂質土　やや粗
18　灰オリーブ色（5Y5/2）砂質土

A A’

16

B B’
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第 26 図 　C5 区 SK6･7 実測図（S=1/30）

第 27 図 　C9 区井戸 1 実測図（S=1/30）

0 0.5 1m

（S=1/30）

Ｌ＝2.0ｍ

赤網－粘土

土層説明
  1　褐色（10YR4/6)粘土　
  2　灰白色（5Y7/2）粘土
  3　オリーブ黒色（5Y3/2）粘土
  4　2層と3層が50％混じる層
  5　灰白色（5Y3/2）粘土に灰白色（5Y8/2）砂20％混じる
  6　褐色（10YR4/4)砂にオリーブ黒色（5Y3/2）粘土40％混じる
  7　オリーブ黒色（5Y3/2）粘土に褐色（10YR4/4）砂20％混じる
  8　オリーブ黒色（5Y3/2）粘土　3層より暗
  9　暗緑灰色（5G3/1）粘質土　水分多く含む
10　暗灰黄色（2.5Y4/2）砂質土にオリーブ黒色（5Y3/2）
　　粘土40％混じる　炭化物5％混じる
11　褐色（10YR4/4)砂に暗灰黄色（2.5Y4/2）粘土20％
　　・オリーブ黒色（5Y3/2）粘土20％混じる
12　黄灰色（2.5Y4/1)粘質土にオリーブ（5Y5/6）粘土
　　ブロック20％混じる
13　オリーブ黒色（5Y3/2）粘土　8層より暗

3

4

5

1

2

67

1

8

4

9

10
11

10

12
8

13

Ｌ＝2.0ｍ

Ｌ＝1.0ｍ

N

 － 井戸枠瓦

調査範囲外

0 0.5 1m

（S=1/30）



─　165　─

第 28 図　C6 区 SK8 実測図（S=1/20）
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第 29 図　C6 ～ 9 区堀石垣立面図（S=1/50）
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第 30 図　A8 区 SD2 実測図（S=1/50）
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第 31 図　D3 区 SW1 関連遺構実測図 1（S=1/60）

貼石層（現地表）

コンクリート基盤層

砕石層

Ｌ＝2.0ｍ

Ｌ＝3.0ｍ

土層説明
  1　被爆瓦礫層　D3区SK１埋土 
  2　明褐色（7.5YR5/6）砂質土　被爆面三和土面【A面】
  3　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　粗
  4　黄褐色（10YR5/6）砂質土　堅緻三和土面 【B～C面】
  5　暗褐色（10YR3/3）砂　粗
  6　褐色（7.5YR4/4）土　やや堅緻三和土面 【D面】
  7　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　粗
  8　褐色（7.5YR4/6）粘質土　やや堅緻 【D’面】
  9　灰黄褐色（10YR4/2）砂質土　やや粗
10　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土
11　灰黄褐色（10YR4/2）砂　粗
12　赤褐色（5YR4/6）粘質土　やや堅緻 【E面】
13　にぶい黄褐色（10YR5/4）土　堅緻　12層との間に
　　にぶい黄褐色（10YR4/3）の堅緻な層10mmあり
14　灰黄褐色（10YR4/2）砂　粗
15　暗灰黄色（2.5Y5/2）粘質土
　　14層との境界面は極めて堅緻 【F面】

1
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1922

2324
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11
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16　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　堅緻
17　灰黄褐色（10YR4/2）砂　粗
18　暗褐色（10YR3/4）砂質土
　　褐色（7.5YR4/6）ブロック・炭化物（～10mm)20%
19　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　極堅緻
　　褐色（7.5YR4/6）砂質土3層含む 【G面】
20　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土　粗
　　瓦片50%含む
21　褐色（10YR4/4）砂　粗
22　にぶい黄褐色（10YR5/4）砂　粗
23　堅緻な褐色（7.5YR4/6）粘質土3層と粗なにぶい
　　黄褐色（10YR5/4）砂2層の互層
　　24層との間に～５ｍｍのカーボン層
24　にぶい黄褐色（10YR4/3）砂　粗
25　にぶい黄褐色（2.5Y4/3）砂質土　きわめて堅緻　
　　 直下自然堆積層

D3-SW2石材
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第 32 図　D3 区 SW1 関連遺構実測図 2（S=1/30/・S=1/60）
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第 33 図　C3 区 SW2 実測図（S=1/30）
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第 34 図　A5 区墓 47 実測図（S=1/30）
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1

土層説明
 1　にぶい褐色（7.5YR6/3）砂質土　礫・小礫多く含む
 2　灰黄褐色（10YR6/2）砂質土　炭若干含む
 3　褐灰色（10YR5/1）砂質土　骨含む　炭若干含む
 4　にぶい黄橙色（10YR6/3）砂質土　炭若干含む
 5　褐灰色（10YR6/1）砂質土　炭含む
 6　炭層
 7　にぶい黄橙色（10YR6/4）砂質土　炭含む
 8　灰黄褐色（10YR6/2）砂質土　炭含む
 9　明青灰色（5B7/）シルト質壌土

2

4 4

3
5

5

6

7

8 8

－ 石材・人骨
－ 木槨・棺桶
－ 炭若干含む埋土
－ 炭多く含む埋土

①上層掘り方

②人骨及び棺桶底板検出

9

7

③内側木槨検出

④外側木槨及び桶底板検出

⑤外側木槨底板検出
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　　　　　　　　　　　　　　第 3 表　陶磁器観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値
番号 遺構名 種別 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 推定産地 生産年代

1 A1 区 SD2 磁器 碗 肥前 19c 前半

2 A1 区 SD3 色絵磁器 小碗 (8.5) 4.4 (3.2) 見込色絵変色 肥前 1780 ～ 1810 年頃

3 A1 区 SD3 染付 皿 (19) 3.7 (9.4) 見込蛇目釉剥ぎ 波佐見か 18c 後半～ 19c 初

4 A1 区 SD3 陶器 碗 (3.6) 小杉碗 信楽 18c 後半～ 19c 初

5 A1 区 SD3 陶器 植木鉢 14.0 高台切り欠き 2 か所 瀬戸美濃 19c 中頃～ 19c 後
半

6 A1 区 SK1 青磁 小皿 (11) 2.4 (6.4) 口錆 瀬戸美濃 大正

7 A1 区 SK2 陶器 土瓶 7.8 8.2 6.0 13.4 関西系 19c 後半

8 A1 区 SK6 陶器 碗 4.8 見込砂目 1 か所 肥前か 17c 末

9 A1 区 B 面
埋土

染付 碗 9.7 4.9 3.5 瀬戸・美濃 明治

10 A1 区 B 面
埋土

染付 鉢 15.7 6.4 6.4 高台内墨書「※ー　丁己」1857 年、
蛇目凹形高台、見込ハリ支え痕 3
か所

肥前 19c 中葉

11 A1 区 C 面
埋土

陶器 灯明皿 10.8 2.3 3.5 見込 3 条の櫛目、ハリ支え痕 3
か所

信楽 19c

12 A3 区 SD1 染付 小碗 (3.8) 瀬戸美濃 大正～昭和初頭

13 A3 区 SK2 陶器 秉燭 5.9 2.3 4.8 右回転ロクロへら切り 石見 19c

14 A3 区 SK3 陶器 碗 3.9 畳付の一部に焼成時の重ね痕 唐津 17c 前半

15 A3 区 SK5 磁器 碍子 1.4 3.8 6.6 6.9 内面らせん溝 近代

16 A3 区 SK10 焼締陶器 擂鉢 櫛目 10 条 堺 18c 前半

17 A3 区 SK11 染付 手塩皿 7.8 2.2 形打ち成形 瀬戸・美濃 19c 中葉

18 A3 区 B 面
埋土

青磁 碗 5.8 高台内蛇目釉剥ぎ 龍泉窯 15c 後半

19 A4 区 SB1
地下室

焼締陶器 徳利 2.2 26.3 9.4 いっちん文字「保岡」「※縄」、底
面砂溶着

肥前 明治

20 A4 区 SK6 陶器 不明 8.8 12.1 瑠璃釉流し掛け 近代

21 A4 区 SK7 磁器 小皿 (11) 2.1 (6.6) 銅板転写、口錆 瀬戸美濃 大正～昭和

22 A4 区 SK7 陶器 蓋 (11.0) 土瓶蓋か 19c 中葉～後葉

23 A4 区 SK8 陶器 行平鍋 (16.2) (17.9) 底部スス 信楽 近代

24 A4 区 SK10 磁器 独楽 2.9 1.8 賽子独楽 近代

25 A4 区
SK10/
SK12

焼締陶器 擂鉢 24.7 8.6 13.2 櫛目 9 条 明石 19c 前半

26 A4 区 SK11 焼締陶器 擂鉢 24.3 8.6 11.9 櫛目 11 条 境 19c 前半

27 A4 区 SK11 陶器 行平鍋 底部スス 19c 中葉～後葉

28 A4 区 SK12 染付 菱形皿 14.1 3.7 7.1 型押し成形 瀬戸美濃 近代

29 A4 区 SK12 陶器 行平鍋 (6.5) 底部スス 19c 中葉～後葉

30 A4 区 SK17 磁器 寿文杯 (7.5) 5.1 (3.6) 見込に寿文、木型打込成形 瀬戸美濃 19c 後半

31 A4 区 SK17 陶器 片口 (16.8) 8.2 7.3 見込にハマ痕６か所 関西系 近代

32 A4 区 SK17 陶器 鍋蓋 (16.5) 3.4 内面重ね焼き痕 関西系 近代

33 A4 区 SK19 染付 小坏 (6.1) 3.0 2.5 上絵付「阪東」 瀬戸美濃 近代

34 A4 区 SK19 染付 碗蓋 (9.3) 3.1 瀬戸美濃 近世末～近代

35 A4 区 SK20 染付 碗 9.8 5.0 (3.0) 瀬戸美濃 明治前半

36 A4 区 SK20 陶器 壺 13.8 (16.3) 底部七角形、底部に灰残る

37 A4 区 SK22 染付 碗 8.7 6.4 (5.3) 肥前系 17c 後半

38 A4 区 SK23 染付 小碗 9.9 4.2 3.2 紅皿、畳付砂融着 19c 前半
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39 A4 区 SK23 陶器 小碗 (9.4) 5.0 3.5 信楽 19C 前半

40 A4 区 SK23 陶器 鉢 (22) 6.7 12.3 見込ハリ支え痕 4 か所、緑釉所々
銀化、蛇目凹形高台、二次被熱か

源内か 近代

41 A4 区 SK24 染付 小碗 (8.9) 4.3 (3.2) 見込溶着痕 1 か所 瀬戸美濃 19c 前半～幕末

42 A4 区 SK24 染付 小碗 (7.5) 4.1 3.4 瀬戸美濃 19c 前半～幕末

43 A4 区 SK24 染付 小皿 7.6 見込ハリ支え痕５か所、蛇目凹形
高台

大谷焼 明治

44 A4 区 SK24
下層

陶器 行平鍋 (14.0) 19c 中葉～後葉

45 A5 区 SF1 青磁 人形 玉獅子

46 A5 区 SK6 色絵磁器 蓋 1.7 1.9 3.5 醤油壺蓋か、銅板転写 瀬戸美濃 19c 後半～ 20c 前半

47 A5 区 SK9 焼締陶器 擂鉢 櫛目 20 条 近代

48 A5 区墓 11 染付 碗 (11.1) 4.6 3.4 高台内「（春）陶園製」 瀬戸美濃 近代

49 A5 区墓 14 磁器 小皿 (6.8) 見込寿文、木型打込成形 瀬戸美濃 19c 後半

50 A5 区墓 17 陶器 植木鉢 器表に砂を塗した後、オリーブ色
の化粧土を施し灰釉をかける、粘
土板積上成形

瀬戸美濃 近代

51 A5 区墓 17 陶器 植木鉢 (17.4) 内面底部墨書「九」、内面底部砂
多量に溶着、高台切り欠き４か所

近代

52 A5 区墓 28 染付 小皿 (12.5) 3.4 6.9 輪花皿、銅板転写 瀬戸美濃 大正

53 A5 区墓 28 陶器 無頸壺 14.7 (8.0) 15.7 内面部分的に鉄錆付着、内面底部
に窯道具溶着痕

石見 近代

54 A5 区墓 33 陶器 蓋 (9.4) (11.8) イッチン描き 関西系 19c

55 A5 区墓 40 陶器 碗 (8.0) 近代

56 A5 区墓 47 焼締陶器 擂鉢 (32.9) 12.4 (14.8) 櫛目 11 条 堺 19c 中葉

57 A5 区墓 57 染付 小鉢 (12.0) 輪花鉢、焼き継ぎ痕３か所 肥前 19c

58 A5 区墓 75 陶器 碗 4.6 肥前 17c 末～

59 A5 区墓 82 色絵磁器 香炉 明治

60 A5 区
墓 101

青磁染付 碗 外青磁内染付 肥前 18c 後半

61 A5 区
墓 101

染付 小皿 (13.4) 3.3 (7.1) 見込蛇目釉剥ぎ、畳付砂溶着 肥前 18c 後半

62 A6 区 SK7 白磁 湯呑 6.1 6.9 3.5 瀬戸美濃 大正

63 A6 区墓 3 陶器 急須 6.1 6.3 5.1 上絵付、イッチン描き 近代

64 A6 区墓 6 陶器 無頸壺 (8.4) (11.1) 19c

65 A6 区墓 15 染付 碗 9.0 6.0 4.1 蓋付碗身か 肥前 18c 末

66 A6 区墓 27 焼締陶器 無頸壺 (9.8) (10.6) 骨壺 備前系 明治

67 A6 区墓 31 焼締陶器 無頸壺 5.4 (10.6) 骨壺、底面刻印「に」か 備前 19c 近代

68 A6 区墓 32 陶器 無頸壺 (12.5) (18.7) 関西系 明治

69 A6 区墓 35 陶器 小碗 (6.9) 鉄釉と白釉のピラ掛け 萩 明治

70 A6 区墓 35 焼締陶器 壺 15.9 17.4 71 とセット、骨壺 備前 近代か

71 A6 区墓 35 焼締陶器 蓋 (14.9) 1.9 70 とセット、骨壺、部分的に藁
灰溶着

備前 近代か

72 A6 区墓 49 青磁 香炉 (9.4) 蛇目凹形高台鉄漿塗り 肥前 19c

73 A6 区墓 55 染付 碗 (5.2) 畳付砂溶着 波佐見 17c 後半

74 A6 区墓 66
下層

染付 小碗 (3.8) 瀬戸美濃 19c 前半

75 A6 区墓 72 陶器 蓋 1.1 4.3 5.6 信楽 19c

76 A6 区墓 73 染付 碗 (4.7) 見込ハマ痕 肥前 19c

77 A6 区墓 79 染付 小皿 (10.7) 2.2 (5.8) 銅板転写 瀬戸美濃 近代
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78 A6 区墓 79 陶器 小皿 (6.3) 折縁菊皿、見込蛇目釉剥ぎ鉄漿塗
り、畳付砂溶着

瀬戸美濃 16c 後葉

79 A6 区
墓 106

陶器 碗 (8.8) 6.3 4.0 肥前 18c

80 A6 区
墓 125

陶器 香炉 (6.6) 瀬戸美濃 17c 後半

81 A7 区墓 14 色絵磁器 小碗 7.0 3.1 2.3 こども茶碗、上絵付 19c 後半

82 A7 区墓 17 色絵磁器 小碗 6.7 3.4 2.7 上絵付 19c 後半

83 A7 区墓 22 青磁 香炉 (9.9) 4.8 (6.8) 蛇目凹形高台鉄漿塗り 19c

84 A7 区墓 37 陶器 碗 畳付砂溶着 肥前 18c 前葉

85 A7 区墓 38 染付 小皿 (13.4) 3.4 (8.0) 口錆 肥前 18c 前半

86 A7 区墓 38 陶器 碗 4.7 京焼風、高台内刻印「森」 肥前 18c 前半

87 A8 区 SD1 焼締陶器 擂鉢 (20.2) 櫛目 20 条 近代

88 A8 区 SD2 青磁 小坏 6.3 3.9 2.9 上絵付、イッチン描き 瀬戸美濃 明治後半

89 A8 区 SD2
上層

染付 碗 (11.4) 5.5 4.4 波佐見 18c 後半

90 A8 区 SD2
上層

染付 碗 10.9 7.4 4.4 明治後半～大正

91 A8 区 SD2
上層

染付 香炉 (12.8) 5.4 4.3 (12.6) 脚３か所、見込にアルミナ砂を泥
漿状にして刷毛塗りした痕跡

肥前 19c 後半

92 A8 区 SD2
上層

陶器 小坏 5.1 2.8 2.1 大正

93 A8 区 SD2
下層

青磁 碗 (11.3) 4.6 3.7 上絵付 瀬戸美濃 明治 20 ～ 30 年代

94 A8 区 SD2
下層

青磁 小坏 6.4 4.0 2.8 上絵付 瀬戸美濃 明治後半

95 A8 区 SD2
下層

磁器 合子身 長 5.5 
短 4.1

2.4 長 3.4 
短 2.6

花王練歯磨容器、「鹿印練歯磨　
製造　發賣元　東京馬喰町二丁目
　花王石鹼本舗　長瀬冨朗」

近代

96 A8 区 SD2
下層

染付 碗 11.8 5.2 3.8 面取り９面 瀬戸美濃 明治後半～大正

97 A8 区 SD2
下層

染付 小碗 (9.4) 4.9 (3.6) 畳付砂溶着 波佐見 18c 後半

98 A8 区 SD2
下層

陶器 小皿 (9.8) 1.5 (6.4) 型押し成形、底部にハリ支え痕２
か所

珉平 明治後半～大正初
頭

99 A8 区 SD2
胴木上

陶器 鉢 (13.8) 6.6 (5.7) 混入か、畳付鉄漿塗り 近代

100 A8 区 SD2
胴木裏込

染付 碗 (11.2) 瀬戸美濃 19c 初頭

101 A8 区 SD2
東石垣裏込

磁器 小碗 (8.4) 明治

102 A8 区 SD2
東石垣裏込

染付 小皿 (14.3) 2.9 (7.7) 見込蛇目釉剥ぎ 波佐見 18c 前半

103 A8 区 SK3 染付 小碗 9.5 4.7 3.3 瀬戸美濃 明治中頃

104 A8 区 SK3 染付 徳利 2.8 瀬戸美濃 明治後半～大正

105 A8 区 SK4 染付 碗 (10.2) 銅板転写 瀬戸美濃 大正

106 A8 区 SK6 陶器 小壺 底部穿孔 明治

107 A8 区 SK8 染付 小碗 (3.7) 畳付砂・アルミナ溶着 波佐見 幕末～明治初頭

108 A8 区 SK9 染付 段重 (7.4) (12.7) 外面屈曲部釉剥ぎ 肥前 19c 前半

109 A8 区 SK12 白磁 小碗 (9.2) 4.9 (4.2) 外面に棒状工具による印文 瀬戸美濃 19c 前半

110 A8 区 SK12 染付 段重蓋 (9.8) 2.0 (10.2) 肥前 19c 前半

111 A8 区 SK12 染付 碗 (10.1) 5.6 (4.2) 波佐見 19c 前半
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112 A8 区 SK12 陶器 鉢 (30.2) 14.9 (19.0) 見込砂目痕２か所以上 瀬戸 19c 前半

113 A8 区 SK12 陶器 鉢 21.2 10.8 9.1 23.3 片口か 17c 末～ 18 前葉

114 A8 区 SK12 陶器 植木鉢 25.0 19.0 29.8 高台打ち欠き４か所 瀬戸美濃系 18c 末～ 19c 前半

115 A8 区 SK12 焼締陶器 擂鉢 35.5 14.1 16.7 櫛目 10 条 明石 19c 前半

116 A8 区桝 1 染付 小坏 3.0 筒形湯飲、畳付砂溶着 瀬戸美濃 昭和

117 A8 区炉跡 1 染付 鉢 肥前か 明治

118 A8 区 SX1
下層

焼締陶器 徳利 3.1 28.3 10.2 イッチン描き「（∧に木）木直」 明治

119 A8 区墓 30 陶器 小碗 (9.1) 肥前か 近代か

120 A8 区墓 48 陶器 火入 (9.6) 高台内墨書「丁巳」、見込重ね焼
き時の剥離痕

19c ～近代

121 A8 区墓 49 陶器 行平鍋 19c 中葉～後葉

122 A8 区墓 71 陶器 蓋 (11.6) 土瓶蓋 幕末～明治

123 A8 区墓 87 染付 小碗 (9.8) 波佐見 18c 末～ 19c 前半

124 A8 区
墓 108

軟質施釉
陶器

手鉢 5.4 2.9 1.7 ミニチュア、型作り成形 京焼 19c 前半

125 A8 区
墓 108

軟質施釉
陶器

鉢 4.0 1.9 2.7 ミニチュア、ロクロ成形、右回転
へら切り

京焼 19c 前半

126 A8 区
墓 108

軟質施釉
陶器

紅皿 2.7 1.1 1.0 ミニチュア、型作り成形 京焼 19c 前半

127 A8 区
墓 122

陶器 蓋物身 (8.6) 2.9 (7.8) 型紙摺絵 京信楽系 明治か

128 A8 区
墓 137

焼締陶器 徳利 (8.8) (15.4) 18c 後葉

129 A8 区 C 面
埋土

染付 小坏 2.6 上絵付「本川　桺井日舩　米平」、
元柳町の米平旅館か

瀬戸美濃 明治か

130 A8 区 C 面
埋土

染付 鉢 (15.0) 5.4 (7.9) 蛇目凹形高台 明治初頭

131 A9 区 SB1
炭層下

磁器 鉢 (14.9) 7.9 (7.6) 器表に鉄片所々に付着 近代

132 A9 区 SB1
炭層下

染付 小皿 (12.4) 2.7 (7.0) 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

133 A9 区 SB1
炭層下

染付 御神酒
徳利

2.9 4.1 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

134 A9 区 SK2 白磁 小碗 8.0 4.3 3.4 畳付周辺に釉が粒状に溶着 徳化窯 幕末～明治

135 A9 区 SK2 染付 小碗 6.6 5.6 3.6 輪花碗 肥前か 幕末～明治

136 A9 区 SK2 染付 小碗 7.7 6.2 4.1 輪花碗、類似品 5 個体 肥前 幕末

137 A9 区 SK2 染付 小皿 11.1 2.4 6.4 口錆、畳付アルミナ付着 肥前 明治末～大正

138 A9 区 SK2 染付 皿 (26.0) 2.9 (15.2) 高台内線彫り「ウワタキ」、上瀧窯、
輪花皿、口錆

有田 明治末～大正

139 A9 区 SK2 陶器 小皿 14.4 5.5 5.2 高台内刻印「さかつ」、見込砂目
3 か所

酒津焼 明治末～大正

140 A9 区 SK2 陶器 小碗 (7.6) 6.2 4.3 外面底部付近刻印「宮島」 宮島焼 明治末～大正

141 A9 区 SK2 陶器 碗 10.8 6.2 6.0 右回転糸切り 宮島焼 明治末～大正

142 A9 区 SK2 陶器 碗 10.4 6.0 6.0 右回転糸切り 宮島焼 明治末～大正

143 A9 区 SK2 陶器 碗 10.4 5.9 5.9 右回転糸切り 宮島焼 明治末～大正

144 A9 区 SK2 陶器 皿 24.2 5.0 16.9 畳付釉剥ぎ 肥前 18c 前半

145 A9 区 SK2 陶器 鉢 21.8 7.3 8.6 外面底部付近刻印「宮島焼」 宮島焼 明治末～大正か

146 A9 区 SK3 陶器 蓋 (13.5) 3.8 陽刻で花、つまみに立体装飾痕 明治後半

147 A9 区 SK8 染付 小坏 (8.4) 外面：銅板転写、内面：吹墨 瀬戸美濃 大正

148 A9 区 SK9 色絵磁器 小坏 (6.6) 4.2 (2.8) 銘「※造」 瀬戸美濃 明治
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149 A9 区 SK10 陶器 御神酒
徳利

1.8 9.1 3.0 3.7 瑠璃釉 近代

150 A9 区 SK11
下層

染付 鉢 2.8 1.8 2.0 ミニチュア、側面穿孔 瀬戸美濃 近代

151 A9 区 SK11
下層

陶器 瓶 2.3 9.9 4.1 8.4 関西系・石見
系か

明治末

152 A9 区 SK14 染付 小鉢 (7.0) 畳付アルミナ付着 肥前 19c 前葉～中葉

153 A9 区 SX1 色絵磁器 大皿 (30.5) 4.7 (15.0) 肥前系 明治

154 A10 区 SK1 陶胎染付 鉢 43.2 32.5 35.4 内面に墨印「雪」 大正～

155 A10 区 SK4 染付 小碗 (7.4) 6.0 3.5 筒形湯飲碗 肥前 18c 後半～ 1810 年頃

156 B1 区 SW8 染付 碗 (10.6) 肥前 19c 中葉

157 B1 区
SW13

染付 碗 10.0 5.4 3.8 畳付釉剥ぎ 肥前系 18c 末

158 B1 区
SW13

染付 碗 11.5 6.7 4.2 蓋付碗、外青磁内染付、広瀬向窯、
畳付釉剥ぎ一部砂付着

肥前 18c 後半

159 B1 区
SW13

染付 碗 (10.2) 5.1 (3.9) 肥前 18c 後半

160 B1 区 SD2 染付 小碗 瀬戸・美濃 19c 前半

161 B1 区 SD2 焼締陶器 擂鉢 (30.7) 12.2 (14.1) 櫛目 10 条 明石 19c 前半

162 B1 区 SD6 染付 碗 6.4 瀬戸美濃か 明治前半

163 B1 区 SD7 陶器 碗 5.1 兜巾高台 肥前 1610 ～ 50 年頃

164 B1 区 SD7 陶器 碗 5.4 高台内砂溶着 肥前 17c 後半

165 B1 区 SD7 陶器 碗 4.7 兜巾高台 肥前 1650 ～ 90 年頃

166 B1 区 SK2 磁器 皿 23.3 2.5 13.8 工場食器、5 枚 近代

167 B1 区 SK2 磁器 皿 21.3 3.1 14.0 亀甲皿、底面全体に布目 近代

168 B1 区 SK2 硬質陶器 西洋皿 18.8 3.5 9.5 底面「MADE IN JAPAN」　2 枚 昭和初頭

169 B1 区 SK2 硬質陶器 西洋皿 19.7 1.8 11.5 底面商標摩耗 大正～昭和初頭

170 B1 区 SK2 硬質陶器 西洋皿 22.7 2.5 13.0 底面商標、日本硬質陶器株式会社 大正中期～昭和初頭

171 B1 区 SK2 磁器 小鉢 長 13.4 
短 10.4

7.6 4.0 向付、5 個体 瀬戸美濃 近代

172 B1 区 SK2 磁器 小坏 4.9 3.4 2.7 酒盃、4 個体、高台内刻印判読不明 近代

173 B1 区 SK2 硬質陶器 段重蓋 9.8 1.0 174 とセット 東洋陶器 近代

174 B1 区 SK2 硬質陶器 段重身 9.0 3.9 8.0 173 とセット、2 個体 東洋陶器 近代

175 B1 区 SK2 染付 碗蓋 8.4 2.2 2.8 176 とセット、5 個体 瀬戸 近代

176 B1 区 SK2 染付 端反碗 9.0 6.4 3.1 175 とセット、4 個体 瀬戸 近代

177 B1 区 SK2 染付 皿 16.2 2.4 9.0 輪花皿、3 個体 瀬戸美濃 昭和初頭

178 B1 区 SK2 染付 皿 15.8 8.6 2.7 輪花皿、7 個体 瀬戸美濃 昭和初頭

179 B1 区 SK2 染付 大皿 27.6 3.7 17.6 高台内ハリ痕 1 近代

180 B1 区 SK2 染付 鉢 14.6 7.0 8.3 181 とセット、5 個体 瀬戸美濃 近代

181 B1 区 SK2 染付 小鉢 8.3 4.3 4.3 180 とセット、5 個体 瀬戸美濃 近代

182 B1 区 SK2 染付 皿 7.1 1.7 3.1 185 とセット、茶托、3 個体 瀬戸美濃 近代

183 B1 区 SK2 染付 皿 7.8 1.5 3.6 186 とセット、茶托、3 個体、高
台内「幹山」

瀬戸か 近代

184 B1 区 SK2 染付 皿 16.6 2.4 10.0 6 個体 瀬戸美濃 近代

185 B1 区 SK2 染付 小坏 5.3 2.7 1.9 182 とセット、煎茶碗、2 個体 瀬戸美濃 近代

186 B1 区 SK2 染付 小坏 5.4 2.4 2.4 183 とセット、煎茶碗、2 個体、
高台内「加藤幹山」

瀬戸か 近代

187 B1 区 SK2 染付 小坏 5.6 3.2 2.1 5 個体 瀬戸美濃 近代

188 B1 区 SK2 陶器 皿 4.8 2.7 2.1 渦巻高台 萩 近代

189 B1 区 SK2 陶器 徳利 2.7 12.5 4.2 5.3 燗徳利、2 個体 近代
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190 B1 区 SK5 焼絞陶器 擂鉢 (24.1) 9.5 (11.9) 櫛目 9 条 明石 19c 中葉

191 B1 区 SK7 焼締陶器 擂鉢 櫛目 5 条以上 備前 17c 後半

192 B1 区 SK9 染付 碗 (9.2) 5.3 (3.7) 畳付釉剥ぎ 肥前 17c 末～ 18 初

193 B1 区 SK10 青磁 仏花瓶 4.8 (6.6)

194 B1 区
SK12 甕内

染付 小坏 (6.6) 3.8 2.7 高台内砂溶着 肥前 18c 後半～ 19c 前
半

195 B1 区 SK13 磁器 小皿 肥前 18c 前葉

196 B1 区 SK13 陶器 碗 (10.5) 京焼風陶器 17c 末葉

197 B1 区 SK14 陶器 碗 (10.8) 7.2 (4.4) 肥前 18c 前葉

198 B1 区 SK15 焼絞陶器 擂鉢    櫛目 10 条 備前 17c 末～ 18c 前葉

199 B1 区 P1 白磁 小皿 12.3 2.7 6.6 瀬戸美濃 江戸～近代

200 B1 区 P1 色絵磁器 碗 8.2 4.1 3.4 「大坂常安ばし南詰 寿 さゝき」、
大阪土佐堀裏町の佐々木旅館

明治後半～大正

201 B1 区
被爆面埋土

陶器 皿 9.9 1.9 5.2 見込・高台内に砂目痕 瀬戸美濃 16c 末

202 B1 区
F 面埋土

染付 碗 6.8 (4.8) 初期伊万里 肥前 1630 ～ 50 年頃

203 B2 区 SD1 染付 碗 9.9 5.7 3.7 肥前 明治 10 ～ 20 年代

204 B2 区
D 面埋土

染付 小坏 (7.6) 4.0 (2.8) 肥前 19c

205 B3 区 SK1 染付 小碗 2.3 「瀬 712」統制番号、畳付釉剥ぎ、
アルミナ付着

瀬戸 昭和 10 年代

206 B3 区
攪乱土

染付 筒形湯
呑

3.8 「波 12」統制番号、畳付釉剥ぎ、 波佐見 昭和 10 年代

207 B4 区 C 面 焼締陶器 灰落し 12.7 4.5 12.4 内面ほぼ全面にスス付着 近代

208 B4 区 SK4 染付 燗徳利 (3.0) 17.9 4.8 6.1 燗徳利、型紙 瀬戸美濃 明治末～大正

209 B4 区 SK5 青磁 碗 (4.1) 蛇の目釉剥ぎ 肥前 17c 後半

210 B4 区 SK7 陶器 行平鍋 19c

211 B4 区 SK8 染付 皿 (12.9) 2.6 (7.5) 瀬戸美濃 明治

212 B4 区 SK8 陶器 鉢 36.5 22.6 29.2 側面下部に積み痕 信楽 近代

213 B4 区埋土
（トレンチ）

染付 小碗 9.6 4.7 4.2 体部回転削り、「品 16」統制番号 瀬戸 昭和 10 年代

214 B5 区 SK3 染付 湯呑 (8.0) 4.5 (3.1) 畳付釉剥ぎ、焼継 瀬戸 19c 前半

215 B5 区 SD1 染付 小碗 (9.1) 4.9 3.2 畳付砂溶着 波佐見 19c 前半

216 B5 区土管
6 掘方

青磁 碗 (4.0) 畳付釉剥ぎ 瀬戸美濃 明治前葉～中葉

217 B5 区土管
7 掘方

磁器 筒形湯
呑

6.9 7.1 4.4 畳付釉剥ぎ 瀬戸美濃 明治後半～大正

218 B5 区
B 面埋土

染付 鬢水入
れ

長 11.2 
短 6.2

3.5 長 10.6 
短 6.1

瀬戸美濃 近代

219 B5 区
C 面埋土

陶器 急須 (7.4) 4.9 4.6 金彩 近代

220 B5 区埋土
（トレンチ )

陶器 小碗 8.2 5.0 3.6 高台内「相馬」刻印 大堀相馬焼 明治

221 B6 区
B 面埋土

染付 小皿 (13.9) 2.3 (7.9) 銅板転写、手書 瀬戸美濃 明治中葉～後葉

222 B6 区
C 面埋土

色絵磁器 小坏 (5.8) 4.5 3.6 機械成形 瀬戸 近代

223 B6 区
C 面埋土

陶器 鉢 三彩 近代

224 B6 区埋土 染付 紅猪口 8.0 3.4 2.7 「大坂新町本家玉笹紅」 肥前 19c

225 B7 区 SK1 染付 小坏 (6.3) 6.9 4.1 高台内「※乙」 瀬戸美濃 近代
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226 B7 区 SK2 陶器 灰落し 3.8 5.4 4.6 口縁剥離 信楽 18c 中葉

227 B7 区
炉跡 2

染付 碗 (10.3) 8.0 7.0 蓋物か 肥前か 明治

228 B7 区
炉跡 2

染付 碗 (9.6) 5.0 3.4 型紙摺絵 肥前 明治 10 ～ 20 年代

229 B7 区
炉跡 2

染付 小皿 12.7 3.7 7.6 蛇目凹形高台、型紙摺絵、2 個体 肥前 明治 10 ～ 20 年代

230 B7 区
炉跡 2

染付 鉢 (22.5) 7.4 12.0 蛇目凹形高台、型紙摺絵、高台「ユ
キ」墨書

肥前 明治 10 ～ 20 年代

231 B7 区
炉跡 2

陶器 植木鉢 9.9 8.3 5.2 明治

232 B8 区 SD1 染付 碗 4.0 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

233 B8 区 SK1 染付 碗 (10.1) 4.6 (3.5) 型紙摺絵 瀬戸美濃 明治 10 ～ 20 年代

234 B8 区 SK2 染付 碗 10.0 5.7 3.9 型紙摺絵 瀬戸美濃 明治 10 ～ 20 年代

235 B8 区 SK2 染付 碗蓋 9.0 2.7 型紙摺絵 肥前系 明治 10 ～ 20 年代

236 B8 区 SK3 青磁 筒形湯
呑

(6.4) 7.1 4.1 瀬戸美濃 明治後半

237 B8 区 SK7 陶器 甕 32.8 30.6 19.6 40.2 肩に黒釉うちかけ、内面底部に積
み粘土残る

岩見

238 B8 区 SK12 陶器 鍋蓋 近代

239 B8 区 SK13 色絵磁器 小皿 (11.0) 2.3 (6.3) 色絵銅板転写 瀬戸美濃 大正

240 B8 区 SK14 染付 灰落し (5.8) 3.4 (5.7) 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

241 B8 区炉跡 1 青磁 碗 瀬戸美濃 明治前葉～中葉

242 B8 区炉跡 1 染付 小碗 (7.8) 型紙摺絵 瀬戸美濃 明治前葉～中葉

243 B8 区墓 10 染付 碗 (11.7) 5.1 (3.8) 型紙摺絵 瀬戸美濃 明治前葉～中葉

244 B9 区 SK5 青磁 小碗 (6.8) 肥前 17c 中葉

245 B9 区
C 面埋土

陶器 植木鉢 6.8 白化粧土 近代

246 B10 区
SW3

陶器 瓶蓋 11.5 5.4 5.3 醤油瓶蓋か　型押し成形 近代

247 B10 区
SW4

陶器 擂鉢 櫛目 16 条、釉 近代

248 B10 区 SK2 磁器 小皿 (11.2) 2.5 6.4 銅板転写 瀬戸美濃 大正～昭和初頭

249 B10 区 SK2 焼締陶器 壺 12.6 11.7 7.9 14.4 備前 19c 中葉

250 B10 区 SK3 染付 碗 3.5 肥前系 明治前半

251 B10 区 SK5 染付 小碗 (8.1) 4.6 3.3 畳付アルミナ溶着熔 瀬戸美濃 幕末～明治初頭

252 B10 区 SK5 陶器 不明 ＊18.0 瀬戸美濃 近代

253 B10 区 SK6 染付 小碗 (9.2) 4.4 (3.2) 色絵銅板転写 瀬戸美濃 近代

254 B10 区 SK7 染付 小碗 (8.4) 4.0 (3.3) 見込「※化※制」 瀬戸美濃 明治

255 B10 区 SK8 焼締陶器 角徳利 11 保命酒徳利 備前系 近代

256 B10 区 P2 染付 鉢 8.6 蛇目凹形高台 肥前 近代

257 B10 区
C 面埋土

染付 碗 (11.3) 瀬戸美濃 近代

258 C1 区 SK1 色絵磁器 小坏 6.8 2.8 2.4 旭日旗、文字「※用」、不明旗「大
※※」

近代

259 C1 区 SF1 染付 碗 (11.2) 4.7 3.6 色絵銅板転写 瀬戸美濃 大正～昭和

260 C1 区 SK1 焼締陶器 擂鉢 (29.5) 11.5 13.5 櫛目 10 条 備前 17c 後半

261 C1 区 SK4 陶器 碗 (5.2) 近代か

262 C1 区 SK5 染付 碗 9.3 4.8 3.1 瀬戸美濃 明治前半

263 C1 区 SK6 磁器 小坏 (7.8) 肥前 1650 ～ 80 年頃

264 C1 区 SK6 染付 碗 (4.3) 肥前 1640 年代
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265 C1 区 SK7 染付 皿 13.5 3.9 7.6 内面底面にハリ痕 2 か所 波佐見 18c 末～ 19c 初頭

266 C1 区 SK8 染付 碗蓋 9.5 2.8 砥部か 19c 前葉

267 C1 区 SK8 焼締陶器 擂鉢 29.0 11.9 11.7 櫛目 8 条 備前 17c 後半

268 C1 区 SK8 焼締陶器 擂鉢 (28.6) 11.2 (11.5) 櫛目 10 条 備前 17c 後半

269 C1 区 SK8 陶器 行平か 明治

270 C1 区 SK9 陶器 香炉 (12.0) 銅緑釉 肥前 1650 ～ 90 年頃

271 C1 区 SK10 陶器 仏花瓶 (8.5) 畳付鉄漿 18c

272 C1 区 SK13 陶器 小皿 (12.3) 3.4 4.5 内面底部に砂目痕 3 か所、高台に
砂目痕 3 か所

肥前 1610 ～ 50 年頃

273 C1 区桝 2 陶器 土瓶 (11.9) 25.9 (8.2) 21.6 274 とセット、青土瓶 信楽 明治

274 C1 区桝 2 陶器 土瓶蓋 3.9 7.6 10.4 273 とセット、青土瓶 信楽 明治

275 C1 区被爆
面埋土

陶器 灯明受
皿

4.0 5.0 4.5 7.2 脚付、左回転ロクロ糸切 信楽　 19c 後半

276 C1 区
F 面埋土

染付 うがい
碗

(15.4) 7.7 6.5 内面底部に砂目痕 2 か所 肥前 1630 年代

277 C1 区
F 面埋土

染付 小碗 7.8 4.8 3.7 口縁部積みによる釉はがれ、初期
伊万里

肥前 1640 ～ 50 年頃

278 C1 区
F 面埋土

陶器 猪口 10.8 7.2 4.9 白化粧土、横刷毛目 肥前系 17c 末葉

279 C1 区
F 面埋土

陶器 小皿 10.3 2.2 5.4 見込蛇目釉剥ぎ 瀬戸美濃か 16c 末か

280 C1 区
F 面埋土

陶器 皿 17.4 4.3 5.8 内面底部に砂目痕 5 か所、畳付に
砂目痕、溝縁皿

肥前 1630 年代

281 C1 区
F 面埋土

染付 仏飯器 (8.2) (6.5) 4.5 肥前 17c 末

282 C1 区
H 面埋土

陶器 小皿 (10.9) 2.0 5.8 見込・高台内に環トチン痕 瀬戸・美濃 16c 後葉

283 C2 区 SK1 染付 小坏 (5.6) 2.7 1.9 高台内に富士山 瀬戸美濃 明治

284 C2 区 SK2 焼絞陶器 角徳利 2.4 9.8 5.9 保命酒徳利 明治

285 C2 区 SK3 染付 小皿 (13.1) 2.2 7.3 銅板転写 瀬戸美濃 明治

286 C2 区 SK4 染付 碗 9.7 4.5 3.3 型紙摺絵 瀬戸美濃 明治

287 C2 区 SK6 染付 徳利 (2.9) 18.2 5.0  銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

288 C2 区 SK7 青磁 鉢 長 18.0 
短16.9

6.3 12.5 型打成形、高台内墨書「〆材木町
※※木村」、刻印「朝花」

瀬戸美濃 明治後半

289 C2 区 SK7 染付 碗 (11.3) 4.4 (3.8) 割れ目に鉄錆付着 瀬戸美濃 明治後半～大正

290 C2 区 SK7 染付 手塩皿 9.8 2.1 5.4 缶材と考えられる鉄片付着 瀬戸美濃 明治後半

291 C2 区 SK7 染付 徳利 9.1 16.4 表面鉄錆付着 波佐見 明治

292 C2 区 SK7 染付 徳利 8.6 15.8 表面鉄錆付着 波佐見 明治

293 C2 区 SK8 染付 鉢 21.6 8.0 10.0 型紙摺絵、蛇目凹形高台、チャツ
痕跡

肥前 明治 10 ～ 20 年代

294 C2 区 SK8 焼絞陶器 擂鉢 (13.2) 櫛目 12 条 明石 19c 中葉

295 C2 区 SK9 陶胎染付 壺 (8.1) 土瓶か 肥前 明治

296 C2 区 SK13 磁器 碗 4.3 畳付砂溶着 肥前 18c

297 C2 区 SK14 染付 小碗 (7.6) 6.3 4.0 畳付砂溶着 肥前系か 18c 後半～ 19c 初

298 C2 区 SK14 染付 碗 (4.2) 肥前 17c 末～ 18c 初

299 C2 区 SK14 染付 碗 (8.0) 肥前 19c 初頭

300 C2 区 SK14 染付 皿 (24.1) 4.3 14.0 肥前系 18c 中～後半

301 C2 区 SK14 染付 碗蓋 (10.0) 2.9 肥前 18c 後半～ 19c 初

302 C2 区 SK14 焼締陶器 擂鉢 櫛目 10 条か 堺　 19c 前半

303 C2 区 SK14 焼締陶器 擂鉢 櫛目 10 条、鉄釉、口縁端部釉剥ぎ 備前 19c
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304 C2 区 SK14 焼締陶器 擂鉢 (24.0) (9.4) (0.3) 櫛目 8 条、鉄釉 備前 19c

305 C2 区 SK14 焼締陶器 甕 (25.4) 鉄釉 備前 18c ～ 19c

306 C2 区 SK14 陶器 土瓶 (6.0) 9.0 6.8 底面刻印「寿相」か　 京・信楽 19c 前半

307 C2 区 E 面
埋土

陶器 貧乏徳
利

7.8 14.3 箆書「材木町」「（∧にキ）木直」、
備前の模倣

不明 明治

308 C2 区 F 面 焼絞陶器 擂鉢 (23.8) 9.8 (8.8) 櫛目 9 条　 備前 17c 初頭

309 C3 区 SW2 染付 碗 (8.6) 7.3 5.6 畳付砂溶着 初期伊万里 17c 前半

310 C3 区 SW2 染付 碗 初期伊万里 17c 中葉

311 C3 区 SD4 染付 碗 (4.3) 外青磁内染付 肥前 18c 後半

312 C3 区 SD4 陶器 碗 4.5 萩

313 C3 区 SK1 染付 碗 10.6 5.3 3.6 高台にハマ破片付着 肥前 18c 後半～ 19c 初頭

314 C3 区 SK1 染付 碗 7.3 5.9 3.8 肥前 18c 後半～ 19c 初頭

315 C3 区 SK2 染付 碗 9.3 3.9 3.1 瀬戸美濃 幕末

316 C3 区 SK2 染付 碗蓋 9.1 2.9 3.4 瀬戸美濃 幕末

317 C3 区 SK2 陶胎染付 急須 8.2 7.1 7.7 12.5 明治

318 C3 区 SK2 陶器 行平鍋 (16.2) 8.2 (6.7) 底部にボタン状の突起（脚） 19c 中～ 19c 後半

319 C3 区
SK2・3・5

陶器 行平鍋 (15.7) 19c 中～ 19c 後半

320 C3 区 SK12 染付 小皿 11.7 2.2 7.8 高台蛇目釉剥ぎ、アルミナ付着 肥前系 18c 末～ 19c 初頭

321 C3 区 SK12 染付 小坏 (6.5) 3.1 (2.3) 金文字「※※是君　※※子支※」 明治

322 C3 区 SK12 陶器 小皿 4.9 見込胎土目 4 か所 唐津 17c 初頭

323 C3 区 SK14 陶器 碗 4.6 京焼風陶器 肥前 18c 中葉

324 C3 区道路
E 面

染付 碗 (10.1) 5.7 (4.0) 畳付砂溶着 肥前

325 C3 区土器だ
まり（SW3）

磁器 碗 6.9 外青磁釉、内灰釉 初期伊万里 17c 前半

326 C3 区土器だ
まり（SW3）

白磁 小皿 5.3 見込蛇目釉剥ぎ、砂目 初期伊万里 1594 ～ 1610 年代

327 C3 区土器だ
まり（SW3）

白磁 小皿 (12.8) 3.7 4.5 見込蛇目釉剥ぎ 初期伊万里 17c 前半

328 C3 区土器だ
まり（SW3）

染付 碗 (9.1) 7.4 (6.4) 肥前 17c 中葉

329 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 碗 4.8 肥前もしくは 
朝鮮

17c 前半

330 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 碗 (10.7) 6.8 4.4 灰釉、高台内目痕 肥前 17c 前半～中葉

331 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 小碗 5.0 灰釉 初期伊万里 17c 前半

332 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 小皿 (10.8) 3.0 4.5 灰釉、見込砂目 肥前系 17c 前半

333 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 小皿 12.8 2.9 4.9 灰釉、見込胎土目 肥前 17c 前半

334 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 小皿 13.0 3.1 4.4 灰釉、見込胎土目 肥前系 17c 前半

335 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 小皿 14.6 3.2 4.4 灰釉、見込砂目 肥前系 17c 前半

336 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 小皿 (11.5) 2.5 5.7 灰釉折縁菊皿 瀬戸大窯 16c 後半

337 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 小皿 (12.4) 灰釉折縁菊皿 瀬戸大窯 16c 後半

338 C3 区土器だ
まり（SW3）

陶器 片口 (11.0) 6.5 (5.3) 灰釉 肥前 17c 前半～ 17c 中
葉
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339 C3 区
B 面埋土　

磁器 灰落し (6.3) 5.2 5.4 高台内刻印「岐 298」、型作り成
形

美濃 昭和 10 年代

340 C3 区
F 面埋土

磁器 碗 景徳鎮 16c

341 C3 区
F 面埋土

染付 碗 初期伊万里 1630 ～ 50 年頃

342 C3 区
F 面埋土

染付 碗 畳付砂溶着 初期伊万里 1630 ～ 50 年頃

343 C3 区
F 面埋土

陶器 皿 9.1 高台切り欠き 1 か所、見込砂目、
重ね痕跡

唐津 17c 後半

344 C3 区
F 面埋土

焼締陶器 擂鉢 10.5 櫛目 12 条　 備前 17c 前半

345 C4 区 SB2 色絵磁器 小皿 12.6 2.6 7.1 上絵付 瀬戸美濃 大正

346 C4 区 SB2 磁器 小坏 (7.1) 2.6 2.6 見込「勧商」（場）？ 瀬戸美濃 近代

347 C4 区 SB3 色絵磁器 碗 (11.6) 5.0 3.8 上絵付 瀬戸美濃 大正

348 C4 区 SB4 染付 小皿 (12.1) 4.1 (4.9) 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

349 C4 区 SC1 陶器 蓋 合子蓋か 近代

350 C4 区
SC1・2

陶器 土瓶 (11.6) 京・信楽 19c 前葉～中葉

351 C4 区 SC3 染付 小皿 11.8 2.3 6.0 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

352 C4 区 SD1 染付 碗 10.3 5.4 4.5 墨絵 瀬戸美濃 昭和初期

353 C4 区 SD1 染付 碗 (10.4) 6.1 (3.7) 肥前 19c 前半

354 C4 区 SK5 色絵磁器 小坏 (3.7) 上絵付 瀬戸美濃 近代

355 C4 区 SK5 焼締陶器 擂鉢 31.2 12.1 16.8 櫛目 10 条、底面櫛目 8 条 明石 19c 前半

356 C4 区 SK12 染付 碗 (10.6) 5.7 5.8 肥前 1780 ～ 1810 年頃

357 C4 区 SK14 染付 碗 (11.2) 6.3 (4.2) 見込蛇目釉剥ぎ 肥前 18c 後葉

358 C4 区 SK15 染付 碗 (9.3) 口縁部外面糸目 肥前 19c 後半

359 C4 区 SK15 染付 大皿 芙蓉手、口錆 肥前 19c 後半

360 C4 区 SK16 陶器 小皿 4.8 見込砂目 4 か所、内山 肥前 17c 中葉～後葉

361 C4 区 SK17 陶器 碗 4.1 渦巻高台 萩 19c 前半

362 C4 区 SK19 色絵磁器 手塩皿 8.0 2.4 3.6 型押し成形、見込「同様に魚の味
する希ふ哉」、高台内「子守」

瀬戸美濃 19c 中葉

363 C4 区 SK19 磁器 戸車 6.3 1.9 6.1 窯道具、上下面に砂溶着 18c 後葉～ 19c 前葉

364 C4 区 SK19 染付 碗 10.0 5.7 3.5 見込ハマ痕 肥前 18c 後半

365 C4 区 SK19 染付 紅猪口 7.6 3.0 2.5 外面「大阪新町玉江東笹紅」 肥前 19c 前半

366 C4 区 SK19 陶器 ハマ 6.0 1.8 上面アルミナ溶着 18c 後葉～ 19c 前葉

367 C4 区 SK21 色絵磁器 小坏 (5.2) 混入の可能性あり 近代

368 C4 区 SK21 陶器 碗 (9.2) 6.8 4.2 肥前 18c 前半

369 C4 区 SK22 陶器 天目碗 9.6 7.2 4.4 鉄釉と灰釉の掛け分け 肥前 1620 ～ 30 年頃

370 C4 区 SK9 陶器 小碗 (8.8) 5.3 (3.5) 信楽 18c 末

371 C4 区 SK19 陶器 甕 18.0 20.6 10.4 21 来待釉 石見

372 C4 区井戸 1 磁器 碍子 1.7 9.2 近代

373 C4 区井戸 1 染付 小坏 (6.6) 3.1 (2.7) 上絵付 瀬戸美濃 18c 後葉

374 C4 区甕 2 焼締陶器 水屋甕 (15.6) (17.1) 外面糸目 備前 19c

375 C4 区
D 面埋土

焼締陶器 擂鉢 31.3 11.0 14.2 櫛目 8 条 堺 19c 前半

376 C4 区
G 面埋土

青花 大皿 (13.7) 漳州窯 16c 末～ 17c 初頭

377 C4 区
G 面埋土

染付 碗 (9.7) 肥前 1620 ～ 30 年頃
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378 C4 区
G 面埋土

陶器 碗 (10.1) 7.1 (4.8) 銅緑釉と透明釉の掛け分け 肥前 17c 前半

379 C5 区 SB1
下層

染付 小鉢 11.1 6.9 4.7 銅板転写、畳付アルミナ溶着 明治後半～大正

380 C5 区 SB1
下層

陶器 小碗 8.9 4.7 3.7 内面カルシウム質付着 近代

381 C5 区 SW4
裏込

染付 碗 9.1 4.8 3.5 瀬戸美濃 幕末

382 C5 区 SW4
裏込

染付 碗 (9.8) 6.5 3.2 肥前 幕末

383 C5 区 SW4
裏込

焼締陶器 擂鉢 (12.4) 明石 19c

384 C5 区 SW4
裏込

陶器 燗徳利 ＊14.6 5.7 信楽 幕末

385 C5 区 SD1 陶器 植木鉢 7.8 見込墨書「戸※」、内面積み痕 3
個体分

瀬戸美濃 18c 末～ 19c 前半

386 C5 区 SK1 染付 碗 11.5 4.6 3.9 銅板転写　 瀬戸美濃 明治後半～大正

387 C5 区 SK2
下層

陶器 甕 21.0 ＊19.4 25.9 来待釉 石見

388 C5 区
SK2・3

磁器 蓋 6.8 1.1 8.4 防衛食器蓋 昭和 18 ～ 20 年

389 C5 区 SK3 陶胎染付 大便器 金隠と体部 大正～昭和初頭

390 C5 区 SK6 染付 碗 銅板転写　 肥前系 明治後半～大正

391 C5 区 SK8 色絵磁器 小皿 (10.2) 銅板転写　 肥前系 明治後半

392 C5 区 SK9 染付 小皿 肥前系 近代

393 C5 区 SK10 磁器 紅皿 2.2 1.4 0.8 型押し成形、紅皿 B 類 肥前 18c 前半

394 C5 区 SK10 磁器 紅皿 2.3 1.2 0.8 型押し成形、紅皿 B 類 肥前 18c 前半

395 C5 区 SK12 磁器 乳鉢 (14.5) 内面に緑色顔料付着 近代

396 C5 区 SK13 染付 瓶 5.0 8.4 肥前 18c

397 C5 区 SK14 染付 湯呑 (7.8) 7.0 (4.6) 筒形湯呑 肥前 明治前半

398 C5 区 SK15 陶器 捏ね鉢 (16.3) 見込重ね痕 2 か所　 関西系 近代

399 C5 区 SK16 染付 小皿 11.7 2.8 6.4 内面カルシウム質付着、外面鉄錆
付着

瀬戸美濃 大正

400 C5 区 SK17 陶器 甕 48.2 63.0 24.9 50.2 内面カルシウム質付着、便槽

401 C5 区 SK17
掘方

陶器 湯呑 (9.2) 5.1 (3.4) 関西系 19c

402 C5 区 SK19 陶器 香炉 (3.8) 萩 近代

403 C5 区 SK21 陶器 瓶 3.1 関西系 近代

404 C5 区 SK22 染付 徳利 2.6 7.3 燗徳利 肥前系 19c 中葉

405 C5 区 SK23 染付 手塩皿 9.0 2.2 4.9 輪花皿、口錆 肥前 19c 前半

406 C5 区 SK25 焼締陶器 擂鉢 櫛目 9 条 明石 19c

407 C5 区 SK26 陶器 小碗 (8.6) 4.7 (2.8) 信楽 19c

408 C5 区 SK27 青花 小碗 (8.2) 上絵付 徳化窯 19c

409 C5 区 SK27 焼締陶器 擂鉢 櫛目 8 条 堺 19c 前半

410 C5 区 SK28 陶器 小碗 (9.0) 5.2 3.0 京・信楽 19c 前半

411 C5 区 SK30 染付 小碗 9.4 5.2 3.8 畳付砂溶着 波佐見 18c 後半

412 C5 区 SK31 染付 碗 10.5 5.9 4.4 肥前 19c 前半

413 C5 区 SK31 染付 碗 9.1 5.6 5.2 波佐見 1820 ～ 30 年代

414 C5 区 SK31 陶器 鉢 36.0 16.3 22.8 36.7 見込胎土目 6 か所 瀬戸美濃 19c

415 C5 区 SK32 磁器 碗 (11.4) 6.1 4.1 見込蛇目釉剥ぎ、外青磁内透明釉 肥前 18c 後半

416 C5 区 SK32 染付 小碗 9.6 5.3 (3.6) くらわんか、見込砂溶着 波佐見 18c 中葉
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417 C5 区 SK33 青磁 仏花瓶 4.7 (7.7) 肥前 18c

418 C5 区 SK33 焼締陶器 擂鉢 櫛目 9 条 明石 19c

419 C5 区 SK34 染付 碗 肥前 17c 前半

420 C5 区 SK35 染付 輪花皿 肥前 18c

421 C5 区 SK36 染付 小碗 8.6 5.0 3.7 大明年製 肥前 17c 末

422 C5 区 SK38 青花 碗 (14.0) 4.6 5.5 C6 堀から同型複数出土 景徳鎮 1630 年頃

423 C5 区 SK38 焼締陶器 擂鉢 26.5 11.1 13.0 櫛目 12 条、外面底部付近に重ね
焼成時の櫛目痕

明石 19c 中葉

424 C5 区 SK39 陶器 碗 (11.1) 7.0 (5.1) 畳付に砂溶着 肥前 17c 末

425 C5 区 SX6
煉瓦下

染付 小坏 (6.5) 肥前系 明治

426 C5 区 SX6
床面下

染付 手塩皿 10.0 1.9 4.5 13 角 瀬戸美濃 19c 前半

427 C5 区 SX6
床面下

染付 仏飯器 (6.1) 5.8 3.8 肥前 19c 前半

428 C5 区 SX7
掘方

染付 小碗 9.8 5.1 3.7 銅板転写、古今和歌集歌カルタ 瀬戸美濃 明治後半～大正

429 C5 区 SX8 青磁 仏花瓶 5.3 7.7 畳付にアルミナ溶着 肥前系 18c ～

430 C5 区 SX8 磁器 碍子 1.5 9.8 近代

431 C5 区
被爆面

色絵磁器 小碗 (7.2) 5.2 3.0 統制番号「岐 274」、上絵付 瀬戸美濃 昭和 10 ～ 20 年代

432 C5 区
被爆面埋土

磁器 瓶 2.4 
内 1.9

8.2 4.2 「海のホルモン　濱の華　昆布の
エキス」

昭和 10 ～ 20 年代

433 C5 区
被爆面埋土

染付 碗 (12.6) 統制番号「波 38」 波佐見 昭和 10 ～ 20 年代

434 C5 区
D 面直上

陶器 土瓶 (9.5) 19c

435 C5 区
D 面埋土

焼締陶器 擂鉢 櫛目 9 条 堺 18c 前半

436 C5 区
D 面埋土

陶器 灰落し (9.5) 8.0 (9.9) 高台内墨書文字不明、白化粧土後
釉

信楽 19c 中葉

437 C5 区
D 面埋土

陶器 土瓶蓋 4.3 10.3 受部径
12.8

明治

438 C5 区
E 面直上

染付 大皿
（盤）

21.1 高台内面に砂溶着 済州窯 1600 ～ 40 年頃

439 C5 区
E 面埋土

白磁 小碗 8.1 4.5 3.3 焼き継ぎ 徳化窯 18c

440 C5 区
F 面埋土

染付 碗 10.1 7.7 4.9 肥前 17c 前半

441 C5 区
G 面埋土

陶器 碗 4.4 外青磁内透明釉、青磁釉発色悪い 肥前 1630 ～ 50 年頃

442 C5 区
G 面埋土

陶器 小皿 12.4 3.3 3.9 見込砂目 肥前 17c 前半

443 C5 区埋土
（トレンチ）

染付 徳利 ＊17.9 16.5 笹徳利 肥前 幕末～明治 
初頭

444 C5 区埋土
（トレンチ）

陶器 碗 (14.9) 5.9 6.2 焼成時溶着、2 個体分

445 C6 区 SB2 磁器 厠下駄 長25.3 幅15.4 厚 1.4 右足位置、スス付着、カルシウム
質付着

近代

446 C6 区 SB2 磁器 厠下駄 長25.2 幅15.4 厚 1.4 左足位置、スス付着 近代

447 C6 区 SB3
基礎掘方

陶器 鍋蓋 ＊ 6.7 (21.9) (28.6) 勇右衛門窯 瀬戸 18c 末～ 19c 初頭

448 C6 区 SB4 色絵磁器 小碗 (8.5) 4.2 (2.7) 上絵付 瀬戸美濃 明治

449 C6 区 SB4 焼締陶器 布袋徳利 (2.5) 20.2 6.1 10.6 窯印 備前 明治
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450 C6 区 SB4 陶器 徳利 3.4 26.2 8.9 16.4 明治

451 C6 区 SB4
下粘質土

陶器 蓋 9.7 6.2 受部径
　12.9

つまみ部手捏成形 19c 前半

452 C6 区 SW3
裏込

染付 碗 (10.9) 銅板転写 瀬戸美濃 明治後葉～大正

453 C6 区 SW3・
SW4 裏込

染付 碗 (11.3) 銅板転写 瀬戸美濃 明治後葉～大正

454 C6 区 SW6 焼締陶器 擂鉢 (35.8) 16.1 (18.3) 櫛目 7 条 堺 19c 前半

455 C6 区 SW6
掘方

染付 小碗 (7.9) 5.3 (3.8) 高台内「宣徳年製」、畳付砂溶着 肥前 1650 ～ 60 年頃

456 C6 区 SW6
掘方

染付 碗 (10.8) 4.5 4.0 見込蛇目釉剥ぎ、釉剥ぎ・畳付砂
溶着

肥前 18c 前葉～中葉

457 C6 区堀 青磁 皿 長 －  
短 15

3.8 6.4 不整形な皿、畳付砂目溶着 肥前 17c 前半

458 C6 区堀 青磁 皿 20.2 6.3 10.8 焼成悪し 17c 後葉

459 C6 区堀 青磁 鉢 23.4 8.9 9.3 高台蛇目釉剥ぎ 肥前 17c 後半

460 C6 区堀 青磁 鉢 23.5 ＊ 8.3 肥前 17c 後半

461 C6 区堀 青磁 香炉 10.1 7.6 7.2 高台蛇目釉剥ぎ・鉄漿塗り、チャ
ツ痕

18c

462 C6 区堀 青磁 花瓶 6.6 13.5 5.2 畳付砂目融着 肥前 17c 後半～ 18c

463 C6 区堀 白磁 碗 10.0 5.7 4.6 10.2 畳付釉剝ぎ、口錆

464 C6 区堀 白磁 碗 8.7 6.2 5.1 9.1 畳付釉剝ぎ

465 C6 区堀 白磁 碗 (15.6) 6.6 4.7 15.7 畳付釉剝ぎ 肥前（南川原）

466 C6 区堀 白磁 小坏 2.3 高台墨書「キ」 景徳鎮 17c 前葉

467 C6 区堀 白磁
（染付）

猪口 9.8 6.0 4.8 9.9 畳付釉剝ぎ 17c 末

468 C6 区堀 白磁 鉢 (12.3) 4.3 7.3 12.5 畳付釉剝ぎ、轆轤型打ち成形 肥前（南川原）

469 C6 区堀 白磁 鉢 19.8 7.2 9.6 見込に陽刻で菊、口錆、畳付砂目
4 か所、4 個体

肥前（南川原）

470 C6 区堀 白磁 鉢 (18.7) 8.9 (8.6) 口縁内面に陽刻で唐草、口錆 肥前（南川原）

471 C6 区堀 白磁 瓶 2.6 ～ 12.8 21.3 肥前 17c 末～ 18c 前半

472 C6 区掘 青花 大皿 40.5 8.3 17.0 芙蓉手、畳付砂溶着、口縁端部釉
剥ぎ

漳州窯 1590 ～ 1640 年頃

473 C6 区堀 染付 碗 (11.5) 6.6 4.8 畳付砂溶着、高台切り欠き 肥前 1620 年～ 30 年頃

474 C6 区堀 染付 碗 10.0 5.6 4.2 10.2 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前

475 C6 区堀 染付 碗 9.8 5.6 4.0 10.0 畳付釉剝ぎ砂付、裏印 肥前

476 C6 区堀 染付 碗 9.8 5.0 3.4 10.0 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前

477 C6 区堀 染付 碗 9.8 5.5 3.6 10.0 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前 17c 末

478 C6 区堀 染付 碗 10.0 5.8 4.2 10.2 畳付釉剝ぎ、裏印「木下弥」 肥前 17c 末

479 C6 区堀 染付 碗 9.8 5.6 3.8 10.0 畳付釉剝ぎ、1 ㎜以内の石を微量
含む

肥前

480 C6 区堀 染付 碗 10.0 5.8 3.8 10.2 畳付釉剝ぎ砂付、裏印 肥前

481 C6 区堀 染付 碗 10.0 5.5 4.1 10.2 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前 18c 第 1 四半期

482 C6 区堀 染付 碗 9.0 6.5 5.0 9.3 畳付釉剝ぎ 肥前 1650 年頃

483 C6 区堀 染付 碗 9.3 5.2 3.9 9.5 畳付釉剝ぎ 肥前

484 C6 区堀 染付 碗 9.9 5.4 3.8 10.0 畳付釉剝ぎ砂付、裏印、0.5 ㎜以
内の砂を少量含む

肥前

485 C6 区堀 染付 碗 9.6 6.0 3.5 9.7 畳付釉剝ぎ一部砂付 初期伊万里 1620 ～ 30 年頃

486 C6 区堀 染付 碗 (8.4) 4.6 3.6 8.6 湯呑 ､ 畳付釉剝ぎ 伊万里 17c 末

487 C6 区堀 染付 碗 7.0 4.6 3.5 7.2 畳付釉剝ぎ、口縁無釉

488 C6 区堀 染付 猪口 (7.5) 4.9 4.8 7.6 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前 17c 末
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489 C6 区堀 染付 皿 14.0 3.1 8.1 14.1 畳付釉剝ぎ一部砂付着、高台内に
残ったハリの痕跡、裏印

肥前

490 C6 区堀 染付 皿 13.2 4.0 4.5 13.4 畳付釉剝ぎ砂付着、高台内一部無
釉、轆轤型打ち成形

肥前 1620 ～ 30 年頃

491 C6 区堀 染付 皿 24.8 5.3 15.6 高台内「大明成化年製」、２次被
熱

肥前 17c 末

492 C6 区堀 染付 皿 21.0 2.7 10.7 高台内ハリ支え痕１か所 肥前 1650 年頃

493 C6 区堀 染付 鉢 22.0 8.5 10.8 肥前 17c 末

494 C6 区堀 染付 鉢 18.2 8.6 6.9 肥前 18c 後半

495 C6 区堀・
C8 区 SK14

染付 鉢 15.8 8.8 (6.0) 肥前 18c 中葉

496 C6 区堀 染付 蓋 10.8 3.3 12.6

497 C6 区堀 染付 蓋 7.9 3.0 9.5

498 C6 区堀 染付 香炉・
火入

6.0 4.5 3.9 畳付釉剝ぎ

499 C6 区堀 染付 香炉・
火入

5.0 4.6 4.8 脚部３か所 肥前

500 C6 区堀 染付 灰吹 (7.2) 9.3 5.9 肥前

501 C6 区堀 染付 徳利 ＊15.0 6.4 12.8 初期伊万里 肥前 1630 ～ 40 年頃

502 C6 区堀 染付 仏飯器 (9.6) 6.8 4.3 9.8 高台無釉、沈線

503 C6 区堀 焼締陶器 灯明皿 10.9 2.2 4.7 上皿、598 とセットか、把手１か
所、口縁端部全周にスス付着

備前 16c 第 4 四半期

504 C6 区堀 焼締陶器 灯明皿 8.7 2.6 3.7 下皿、油穴３か所、外面に積み痕

505 C6 区堀 焼締陶器 灯明皿 10.8 1.9 上皿、、口縁端部全周にスス付着

506 C6 区堀 焼締陶器 鉢 19.1 9.8 9.5 捏ね鉢、底面刻印「ヒ 1」 備前 近世～近代

507 C6 区堀 焼締陶器 小鉢 8.5 5.5 4.8 火入か、外面櫛目状に釉剥ぎ

508 C6 区堀 焼締陶器 油徳利 ＊10.8 5.7 油穴１か所 備前

509 C6 区堀 陶器 碗 9.6 5.6 4.1 10.0 畳付釉剝ぎ、白化粧に透明釉、0.5
㎜以内の白砂を微量含む

17c 末

510 C6 区堀 陶器 碗 9.4 5.1 4.4 9.6 畳付釉剝ぎ、白化粧に透明釉 17c 末

511 C6 区堀 陶器 碗 12.2 4.8 4.6 12.4 畳付釉剝ぎ砂付、白化粧に透明釉 17c 末

512 C6 区堀 陶器 碗 10.9 5.9 3.8 11.0 畳付釉剝ぎ 17c 末

513 C6 区堀 陶器 碗 10.6 5.9 3.8 10.7 畳付釉剝ぎ砂付 17c 末

514 C6 区堀 陶器 碗 9.9 6.7 5.0 10.2 畳付釉剝ぎ 17c 末

515 C6 区堀 陶器 碗 10.6 6.9 4.6 10.8 畳付釉剝ぎ、鉄釉

516 C6 区堀 陶器 碗 (12.6) 4.7 5.5 12.8 高台内刻印、下部無釉

517 C6 区堀 陶器 碗 (10.4) 6.7 5.2 10.6 高台内刻印「清水」、下部無釉 京焼風

518 C6 区堀 陶器 碗 9.1 5.6 4.9 9.3 高台内刻印、下部無釉 京焼風

519 C6 区堀 陶器 碗 10.0 6.8 5.2 10.2 畳付無釉 京焼風

520 C6 区堀 陶器 碗 (11.0) 6.9 5.3 11.2 高台内刻印「木下弥」、下部無釉 京焼風

521 C6 区堀 陶器 碗 (12.2) 7.8 5.5 12.4 高台内刻印「清水」、下部無釉 京焼風 17c 第 3 四半期

522 C6 区堀 陶器 碗 8.8 5.6 4.0 9.2 高台内無釉、畳付釉剝ぎ 萩

523 C6 区堀 陶器 碗 10.3 6.8 3.8 10.6 高台無釉 萩

524 C6 区堀 陶器 碗 10.8 6.2 4.2 11.0 下部無釉

525 C6 区堀 陶器 碗 10.0 5.8 4.4 10.2 畳付無釉、錆釉（口縁部）鉄釉（下部）肥前

526 C6 区堀 陶器 碗 10.2 5.6 4.6 10.4 畳付無釉、錆釉（口縁部、下部） 肥前

527 C6 区堀 陶器 碗 9.7 5.3 4.8 9.9 畳付無釉、錆釉（口縁部、下部） 肥前

528 C6 区堀 陶器 碗 9.5 6.7 3.2 9.7 下部無釉、～ 0.5 ㎜の白砂を微量
含む

京 18c 中葉
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529 C6 区堀 陶器 碗 (10.2) 6.4 5.4 10.4 下部無釉、裏刻印、～ 1.0 ㎜の褐
色粒子を多量含む

17c 末～ 18c 初頭

530 C6 区堀 陶器 碗 10.6 7.8 4.8 10.9 畳付釉剝ぎ

531 C6 区堀 陶器 碗 10.0 7.3 5.2 10.3 畳付釉剝ぎ、見込みに重ね焼きの
痕跡か？

532 C6 区堀 陶器 碗 (10.4) 7.5 4.8 10.8 畳付釉剝ぎ、～ 0.5 ㎜の褐色粒子
を少量含む

533 C6 区堀 陶器 碗 10.9 8.0 5.0 11.3 畳付釉剝ぎ、～ 0.5 ㎜の褐色粒子
を多量含む

534 C6 区堀 陶器 碗 (10.6) 5.9 4.0 10.8 畳付砂付、砂目積み

535 C6 区堀 陶器 小皿 12.1 3.1 3.9 見込・高台砂目 肥前 1630 年代

536 C6 区堀 陶器 皿 17.6 4.7 5.5 内山、見込蛇目釉剥ぎ 肥前 17c 後半

537 C6 区掘 陶器 鉢 24.0 15.7 10.0 26.9 高台に胎土目状粘土６か所 肥前 17c 後半

538 C6 区堀 陶器 片口 18.6 10.4 7.4 肥前 18 前半～

539 C6 区堀 陶器 燗鍋 13.4 12.5 6.5 深型 18 前半～

540 C6 区堀 陶器 手鉢 21.8 14.6 12.3 把手付八角手鉢 高取焼 1614 ～ 1629 年頃

541 C6 区堀 陶器 火入 (16.2) 6.5 10.2 底部穿孔、植木鉢転用か 肥前系 17c 末

542 C6 区堀 陶胎染付 香炉・
火入

(11.0) 9.0 5.9 白化粧

543 C6 区掘 陶器 尿瓶 6.1 15.5 16.2 21.8 つまみ中空、内部尿石残存 瀬戸・美濃 17C 中～後半

544 C6 区堀 陶器 花入 8.2 18.2 7.9 竹筒形、底部刻印 肥前系 17c 末

545 C6 区堀 陶器 蓋 4.4 2.6 5.9

546 C6 区堀　
東端

青磁 大皿 14.4 肥前 17c 後半

547 C6 区堀　
東端

青磁 小皿 (12.7) 3.9 4.1 見込蛇目釉剥ぎ、畳付砂溶着

548 C6 区堀　
東端

白磁 碗 10.5 5.8 4.6 10.7 畳付釉剝ぎ 1670 年～

549 C6 区堀　
東端

色絵磁器 碗 (11.0) 6.2 4.7 11.2 畳付釉剝ぎ 肥前 ～ 1670 年頃

550 C6 区堀　
東端

色絵磁器 碗 8.4 5.4 3.0 8.7 湯呑 ､ 畳付釉剝ぎ 18c 後半

551 C6 区堀　
東端

染付 碗 11.2 6.1 4.4 11.4 畳付釉剝ぎ砂付、4 ㎜以内の石を
微量含む

肥前

552 C6 区堀　
東端

染付 碗 9.1 6.3 4.0 9.4 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前

553 C6 区堀　
東端

染付 小杯 6.8 4.8 3.3 6.9 畳付釉剝ぎ一部砂付着

554 C6 区堀　
東端

染付 猪口 6.9 5.1 3.6 7.0 畳付釉剝ぎ砂付着

555 C6 区堀　
東端

染付 皿 13.6 2.7 8.4 13.9 畳付釉剝ぎ一部砂付着、見込みに
重ね焼きの痕跡

556 C6 区堀　
東端

陶器 碗 11.0 7.0 4.9 11.2 下部無釉

557 C6 区堀
東端

陶器 碗 11.1 6.7 5.0 11.3 畳付釉剝ぎ、～ 1.0 ㎜の褐色粒子
を少量含む

558 C6 区堀　
東端

陶器 碗 (15.4) 7.0 6.5 15.6 畳付、高台内の一部に釉剝ぎ砂付、
見込みに砂目積みの痕跡（4 ヶ所）
高麗作り

肥前（内之山）

559 C6 区堀　
東端

陶器 小皿 12.5 3.6 4.8 見込胎土目 肥前 17c 前半

560 C6 区堀　
東端

陶器 火入・
灰吹

(13.0) (6.5) 5.3 見込砂目、口縁端部欠損 肥前 17c 後半
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561 C6 区堀　
東端

陶器 煙管置
か

5.1 3.8 脚３か所

562 C6 区堀　
上層

青磁 鉢 23.2 9.1 8.9 高台蛇目釉剥ぎ、発色悪い 肥前 17c 後半

563 C6 区掘　
上層

青磁 皿 29.2 9.7 8.9 見込陽刻で牡丹、獣脚３か所 肥前 17c 後半

564 C6 区堀　
上層

青磁 香炉 11.2 7.7 6.2 

565 C6 区堀　
上層

青磁 香炉 7.5 6.6 3.3 高台内鉄漿・チャツ痕 肥前 18c

566 C6 区堀　
上層

青磁 香炉・
火入

12.6 8.3 7.4 

567 C6 区堀　
上層

白磁 碗 8.0 5.1 4.0 8.2 畳付釉剝ぎ一部砂付着

568 C6 区堀　
上層

白磁 碗 10.1 5.1 3.9 10.3 畳付釉剝ぎ 肥前 17c 末

569 C6 区堀　
上層

白磁 猪口 7.2 5.3 (3.8) 7.3 畳付釉剝ぎ、見込重ね焼きの痕跡
か

570 C6 区堀　
上層

白磁 蓋 4.9 3.1 7.3 

571 C6 区堀　
上層

色絵磁器 碗 9.5 5.5 (3.8) 9.6 畳付釉剝ぎ 肥前 18c 第 1 四半期

572 C6 区堀　
上層

色絵磁器 碗 (10.2) 6.4 3.8 10.4 下部無釉、裏刻印「比良」 平焼か

573 C6 区堀　
上層

染付 碗 (11.0) 6.1 3.5 外青磁内染付、畳付砂融着 肥前 18c ～

574 C6 区堀　
上層

染付 碗 10.2 5.7 4.0 10.4 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前 18c 第 1 四半期

575 C6 区堀　
上層

染付 碗 8.5 4.5 3.2 8.7 畳付釉剝ぎ

576 C6 区堀　
上層

染付 嗽茶碗 15.8 6.4 5.5 畳付釉剝ぎ 肥前 17c 末

577 C6 区堀　
上層

染付 碗 8.4 4.8 3.1 8.6 湯呑 ､ 畳付釉剝ぎ一部砂付

578 C6 区堀　
上層

染付 碗 (9.4) 4.7 4.3 9.6 湯呑 ､ 畳付釉剝ぎ 18c 後半

579 C6 区堀　
上層

染付 碗 (8.0) 4.6 (3.3) 8.2 湯呑 ､ 畳付釉剝ぎ 18c 第 1 四半期

580 C6・7 区堀
上層

染付 猪口 7.6 5.0 3.8 7.8 畳付釉剝ぎ砂付着

581 C6 区堀　
上層

染付 小杯 6.6 3.7 2.6 6.7 畳付釉剝ぎ

582 C6 区堀　
上層

染付 皿 13.6 2.7 8.2 14.0 畳付釉剝ぎ一部砂付着、高台内に
焼成時の積み重ねの痕跡

肥前

583 C6 区堀　
上層

染付 皿 14.9 1.8 8.3 15.0 畳付釉剝ぎ一部砂付着、高台内に
残ったハリの痕跡、裏印

肥前

584 C6 区堀　
上層

染付 皿 11.2 3.2 4.4 11.4 畳付釉剝ぎ一部砂付着 肥前

585 C6 区堀　
上層

染付 皿 11.1 3.2 4.2 11.2 畳付釉剝ぎ一部砂付着 肥前

586 C6 区堀　
上層

染付 皿 11.3 3.4 4.1 11.4 畳付釉剝ぎ 肥前

587 C6 区堀　
上層

染付 皿 13.8 3.8 5.1 14.0 畳付釉剝ぎ砂付着 肥前 17c 前半

588 C6 区堀　
上層

染付 手塩皿 9.0 2.8 3.5 畳付釉剝ぎ砂付着 肥前 18c 後半
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589 C6 区堀　
上層

染付 紅皿 7.1 3.0 3.2 7.2 畳付釉剝ぎ一部砂付

590 C6 区堀　
上層

染付 鉢 14.0 5.1 7.3 高台内ハリ支え痕 1 か所 肥前 17c 末

591 C6 区堀　
上層

染付 鉢 22.0 7.8 12.7 肥前 17c 後半

592 C6 区堀　
上層

染付 鉢 18.5 7.6 11.7 二次被熱、口縁端部内面釉剥ぎ 17c 末

593 C6 区堀　
上層

染付 鉢 14.8 6.2 9.2 口縁端部内面釉剥ぎ 肥前

594 C6 区堀　
上層

染付 鉢 9.8 6.2 6.4 10.0 畳付釉剝ぎ 肥前 17c 後半～ 18c 初
頭

595 C6 区堀　
上層

染付 鉢 (11.6) 8.7 6.9 12.0 畳付釉剝ぎ一部砂付着、口縁無釉
（釉剝ぎ）

肥前 17 ｃ末

596 C6 区堀　
上層

染付 段重 12.4 4.2 8.3 畳付釉剝ぎ 肥前 18c 後半

597 C6 区堀　
上層

染付 火入 (14.6) 10.5 9.0 畳付釉剝ぎ 肥前

598 C6 区堀　
上層

焼締陶器 灯明皿 9.5 2.2 3.6 下皿、503 とセットか、油穴 3
か所

備前 16c 第 4 四半期か

599 C6 区堀　
上層

陶器 碗 11.8 4.7 4.3 11.9 畳付釉剝ぎ、焼成が悪い

600 C6 区堀　
上層

陶器 碗 12.0 5.0 4.2 12.2 見込み蛇の目釉剝ぎ、白化粘土に
透明釉

18c 中葉

601 C6 区堀　
上層

陶器 碗 9.0 5.7 5.2 9.2 高台内刻印「木下弥」、下部無釉、
～ 0.5 ㎜以内の褐色粒子を微量含む

602 C6 区堀　
上層

陶器 碗 7.4 5.6 3.4 7.8 高台無釉、畳付一部砂付 萩 18c 後半

603 C6 区堀　
上層

陶器 碗 9.4 5.1 3.6 9.6 下部無釉、時期は新しい 萩

604 C6 区堀　
上層

陶器 碗 (10.0) 5.8 4.0 10.2 畳付釉剝ぎ、高台内無釉

605 C6 区堀　
上層

陶器 碗 11.3 6.2 4.0 11.5 畳付釉剝ぎ 17c 末

606 C6 区堀　
上層

陶器 小皿 4.6 1.2 2.3 透明釉に緑釉絵付、ミニチュアか

607 C6 区堀　
上層

陶器 皿 16.4 4.7 5.8 内山、見込蛇目釉剥ぎ鉄漿塗り、
見込・畳付に砂目

肥前 17c 後半

608 C6 区堀　
上層

陶器 鉢 28.7 8.4 10.5 見込砂目 6 か所 肥前 17c 末～ 18c 前半

609 C6 区堀　
上層

陶器 鉢 (24.0) (12.3) (9.0) 肥前 17c 後半

610 C6 区堀　
上層

陶器 鉢 (16.4) 9.7 8.2 内面釉なし　銅緑釉、大型の香炉
か

肥前 17c 末

611 C6 区堀　
上層

陶器 香炉・
火入

10.9 7.1 6.0 白化粧土刷毛目、上薬なしか 17c 後半

612 C6 区堀　
上層

陶器 秉燭 4.9 5.0 4.6 左回転糸切 18c 中頃

613 C6 区堀　
上層

陶器 蓋 14.0 2.6 端部釉剥ぎ 関西系 19c

614 C6 区掘　
上層

陶器 茶壺 9.0 21.5 9.9 17.7 耳付・2 ヶ所 信楽 19c

615 C6 区堀　
上層

磁器 人形 獣脚部分

616 C6 区堀　
下層

染付 碗 (11.0) 6.1 4.1 11.2 畳付釉剝ぎ砂付 肥前
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617 C6 区堀　
下層

染付 皿 14.2 3.4 8.2 14.4 畳付釉剝ぎ一部砂付着、高台内ハ
リの痕跡有り

肥前 ～ 17c 末

618 C6 区堀　
下層

陶器 碗 13.1 4.7 4.0 13.3 下部無釉 京

619 C6 区堀　
下層

陶器 碗 (10.6) 7.2 4.9 11.0 畳付釉剝ぎ、～ 1.0 ㎜の白砂を少
量含む

620 C6 区堀　
南側石垣上

染付 碗 10.2 5.6 4.0 10.3 畳付釉剝ぎ 肥前 17c 末

621 C6 区堀　
南側石垣上

染付 鉢 11.2 7.5 6.6 11.4 畳付釉剝ぎ砂付着、口縁無釉（釉
剝ぎ）

肥前

622 C6 区堀　
南側石垣上

陶器 碗 11.2 4.7 3.8 11.4 見込み蛇の目釉剝ぎに砂付着、高
台に砂付着、下部無釉、白化粘土
に透明釉

18c 中葉

623 C6 区掘　
掘方北

焼締陶器 甕 26.7 27.3 14.2 内面カルシウム質付着、尿甕か 丹波 19c

624 C6 区 SK8 陶器 土瓶 (8.2) 外面自然釉点状にかかる 19c 後半

625 C6 区 SK9 磁器 小坏 5.5 2.9 2.6 畳付釉剝ぎ、上絵付 瀬戸美濃 近代

626 C6 区 SK9 染付 皿 16.0 2.6 9.6 畳付釉剝ぎ 瀬戸美濃 明治後半～大正

627 C6 区 SK12 青磁 小坏 (3.8) 上絵付 瀬戸美濃 明治後半

628 C6 区 SK12 色絵磁器 小坏 (9.0) 4.0 3.5 上絵付、金彩、旭日旗、菊文旗 瀬戸美濃 明治後半～

629 C6 区
SK12・15

焼締陶器 擂鉢 (37.0) 櫛目 18 条 堺 19c 中葉

630 C6 区 SK13 陶器 火入 7.8 3.6 7.4 内外面釉薬 大正

631 C6 区 SK13 陶器 火入 9.2 8.3 8.8 高台釉剥ぎ 大正

632 C6 区 SK15 染付 碗 10.5 5.8 3.6 見込蛇目釉剥ぎ 砥部 19c

633 C6 区 SK15 染付 小碗 (8.1) 4.3 3.1 畳付釉剝ぎ 瀬戸美濃 19c 中葉

634 C6 区 SK15 陶器 小坏 7.0 6.1 3.8 上絵付、右回転糸切 宮島焼か 19c 中葉

635 C6 区桝 3 陶器 碗 (9.5) 砥部 近代

636 C6 区 P1 陶器 土瓶 (7.9) 19c 前半

637 C6 区
D 面埋土

染付 手塩皿 7.8 1.8 4.4 型打成形、椿形 肥前 17c 末

638 C7 区堀 青磁 皿 21.5 6.2 8.3 高台蛇目釉剥ぎ鉄漿塗り、脚 3 か所 肥前

639 C7 区堀 青磁 鉢 19.4 7.0 9.5 畳付釉剝ぎ、口錆 肥前 17c 末～ 18 前葉

640 C7 区堀 青磁 香炉 11.2 8.4 8.5 高台蛇目釉剥ぎ鉄漿塗り 肥前 17c 後半

641 C7 区堀 青磁 仏花瓶 10.0 底部欠損 肥前 17c 後半

642 C7 区堀 白磁 碗 15.3 6.8 5.5 畳付砂溶着 17c 末

643 C7 区堀 白磁 碗 10.7 6.0 4.6 10.9 畳付釉剝ぎ一部砂付着、口縁に鉄
泥を塗る

644 C7 区堀 白磁 碗 9.9 5.5 4.2 10.0 畳付釉剝ぎ一部砂付着、口縁に鉄
泥を塗る

645 C7 区堀 青花 碗 13.6 4.6 5.6 4 個体分 景徳鎮 1630 年頃

646 C7 区堀・
C8 区堀上層

染付 碗 (9.4) 5.0 3.2 9.6 畳付釉剝ぎ、裏印、18 初頭 肥前 18c 初頭

647 C7 区堀 染付 碗 10.5 6.1 4.2 10.7 畳付釉剝ぎ砂付 肥前

648 C7 区堀　 染付 皿 12.4 2.9 8.4 12.7 畳付釉剝ぎ、高台内にハリの痕
跡？有り、糸切り細工成形

肥前

649 C7 区堀・
C8 区堀上層

染付 鉢 10.4 6.5 6.1 10.6 畳付釉剝ぎ一部砂付着、口縁無釉
（釉剝ぎ）

肥前 17c 末

650 C7 区堀 陶器 火入 (13.1) 5.9 5.8 高台三脚 肥前 1650 ～ 90 年頃

651 C7 区堀 陶器 碗 (10.6) 5.7 4.2 10.8 畳付釉剝ぎ砂付、鉄釉か＋透明釉

652 C7 区堀 陶器 碗 9.8 6.9 3.8 10.2 高台無釉一部釉有、～ 0.5 ㎜の黒
色粒子を微量含む

萩
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653 C7 区堀 陶器 蓋 8.3 4.0 11.6 下部無釉 京

654 C7 区堀 陶胎染付 花入 4.9 口錆 肥前 17c 末～ 18c 前半

655 C7 区堀　
上層

青磁 小碗 9.9 5.6 3.9 

656 C7 区堀　
上層

白磁 碗 10.2 5.7 4.2 10.4 畳付釉剝ぎ一部砂付着 17c 後半～ 18c 初
頭

657 C7 区堀　
上層

磁器 火入・
灰吹

(11.8) 8.4 5.8 口縁端部打撃によるかけ、外面ヘ
ラ陰刻で笹、磁器に灰釉

17 後半

658 C7 区堀　
上層

染付 碗 10.9 6.3 4.2 11.2 畳付釉剝ぎ砂付着、裏印、2 ㎜以
内の石を微量含む

肥前

659 C7 区堀　
上層

染付 碗 9.5 5.3 4.0 9.6 畳付釉剝ぎ砂付、2 ㎜以内の石を
微量含む

肥前 17c 後半～ 18c 初
頭

660 C7 区堀　
上層

染付 碗 10.9 5.9 4.6 11.1 畳付釉剝ぎ 肥前 17c 後半～ 18c 初
頭

661 C7 区堀　
上層

染付 碗 (10.6) 6.1 4.0 10.8 畳付釉剝ぎ一部砂付、裏印、～ 0.5
㎜以内の褐色粒子を微量含む

肥前 17c 後半～ 18c 初
頭

662 C7 区堀　
上層

染付 皿 20.8 3.8 8.4 器敬へたる、畳付砂目 肥前 17c 前半

663 C7 区堀　
上層

染付 皿 (13.2) 3.0 5.4 13.5 畳付釉剝ぎ一部砂付着、初期伊万
里

肥前 1630 ～ 40 年頃

664 C7 区堀　
上層

染付 皿 (9.5) 2.4 4.3 9.7 畳付釉剝ぎ、見込みに蛇の目釉剝
ぎ

肥前

665 C7 区掘　
上層

焼締陶器 擂鉢 41.5 19.0 22.0 櫛目 14 条 堺 18c 前半

666 C7 区掘　
上層

焼締陶器 擂鉢 42.5 18.5 21.5 櫛目 12 条 備前 17c 末

667 C7 区掘　
上層

焼締陶器 甕 19.0 21.0 11.9 22.2 底部刻印 備前 幕末～明治

668 C7 区堀　
上層

陶器 碗 11.0 4.9 4.0 11.2 畳付釉剝ぎ砂付、蛇の目釉剝ぎの
上に砂付着

669 C7 区堀　
上層

陶器 碗 11.4 4.9 4.0 11.6 見込み蛇の目釉剝ぎ、畳付釉剝ぎ、
白化粘土に透明釉

670 C7 区堀　
上層

陶器 碗 (11.0) 7.1 4.6 11.2 畳付釉剝ぎ砂付、白化粘土に透明
釉

671 C7 区堀　
上層

陶器 碗 8.9 6.5 4.2 9.1 畳付釉剝ぎ、白化粘土に透明釉 18c 初頭

672 C7 区堀　
上層

陶器 碗 10.4 5.7 3.9 10.6 畳付一部釉剝ぎ 17c 後半～ 18c 初
頭

673 C7 区堀　
上層

陶器 皿 (18.0) 5.1 5.8 内山、蛇目釉剥ぎ鉄漿塗り 肥前 17c 末～ 18c 前半

674 C7 区掘　
上層

陶器 徳利 9.9 19.3 底面砂目、外面白泥文字 丹波 明治

675 C7 区堀　
上層

陶器 秉燭 3.9 3.6 3.2 右回転糸切

676 C7 区堀　
上層

陶器 水滴 犬

677 C7 区 SK1 青磁 香炉 (12.1) 8.0 (8.4) 12.7 外面陽刻 瀬戸美濃 近代

678 C7 区 SK4 陶器 行平鍋 15.4 飛び鉋、イッチン 関西系 近代

679 C7 区 SK5 陶器 植木鉢 15.4 8.2 18c ～

680 C7 区桝 2 染付 小皿 12.5 2.9 6.8 口錆、畳付釉剥ぎ 瀬戸美濃 明治後半～大正

681 C7 区 P2 染付 小碗 (4.0) 型紙摺絵 肥前 明治 10 ～ 20 年代

682 C8 区 SW3 染付 碗 (10.6) 5.3 5.0 10.8 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前 18c 前葉

683 C8 区 SW3 染付 鉢 (20.8) 6.7 9.3 高台内ハリ支え痕 1 か所 肥前 17c 末～ 18c 初頭

684 C8 区 SW3 染付 鉢 (17.2) 6.4 10.2 2 個体分 肥前 17c 末～ 18c 前葉
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685 C8 区 SW3 染付 仏飯器 (4.8) 5.0 3.0 5.1 畳付釉剝ぎ、見込みに重ね焼きの
痕跡か？

686 C8 区 SW3 焼締陶器 擂鉢 櫛目 9 条 堺 19c 前半

687 C8 区 SW3 陶器 碗 8.9 4.8 2.8 9.1 下部無釉、～ 0.5 ㎜の白砂を少量
含む

19c

688 C8 区 SW3 陶器 水注 (9.7) 11.2 8.0 762 とセット、畳付釉剝ぎ 肥前 18c 前半

689 C8 区 SK1 染付 小碗 (3.3) 外面銅板転写、内面手描き、蛇目
高台

瀬戸美濃 明治

690 C8 区 SK2 磁器 湯呑 (8.0) 4.1 (2.5) 瀬戸美濃 幕末

691 C8 区 SK5 染付 碗 (11.4) 銅板転写 肥前系 明治末

692 C8 区 SK5 染付 湯呑 7.0 8.4 4.3 銅板転写 瀬戸美濃 大正

693 C8 区
SK5・SK14

青磁 火入 12.8 11.2 9.8 畳付鉄漿塗り、前面に乾入、内面
口縁端部釉剥ぎ

694 C8 区 SK5 染付 徳利 2.6 14.3 4.4 高台内「※※製」 瀬戸美濃 大正

695 C8 区 SK6 色絵磁器 碗 (11.5) 5.2 4.4 畳付釉剥ぎ 瀬戸美濃 昭和初頭

696 C8 区 SK6 染付 碗 (11.6) 5.1 4.0 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半

697 C8 区 SK7 染付 蓋物身 4.2 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半

698 C8 区 SK8 青磁 碗 (10.0) 4.3 (3.7) 上絵付 瀬戸美濃 明治末

699 C8 区 SK8 焼締陶器 徳利 ＊21.2 8.0 15 外面鉄釉 備前か

700 C8 区 SK9 染付 碗 肥前系 明治

701 C8 区 SK12 焼締陶器 擂鉢 10.1 櫛目 16 条、内面下部焼成時の積
み痕、高台砂溶着

肥前 明治

702 C8 区 SK12 陶器 鍋 (16.6) 16.5 イッチン描き 明治

703 C8 区 SK14 白磁 小皿 14.4 4.7 7.3 形打ち成形、菊花形 肥前系 19c 前半

704 C8 区 SK14 磁器 小碗 (9.3) 6.7 5.2 畳付釉剥ぎ 肥前系 18c 末～ 19c 初頭

705 C8 区 SK14 染付 碗 3.4 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

706 C8 区 SK14 染付 筒形碗 5.9 5.1 2.9 畳付釉剥ぎ砂粒溶着 肥前 19c 前半

707 C8 区 SK14 染付 蕎麦猪口 7.4 6.1 5.3 呉須に釉薬かからない部分有 肥前 18c 末～ 19c 前半

708 C8 区 SK14
･C9 区 SW2

染付 皿 14.0 4.5 9.2 14.2 高台内蛇の目釉剝ぎ 肥前 18c 中葉

709 C8 区 SK14 焼締陶器 擂鉢 35.8 14.5 16.6 「久喜」刻印、櫛目 10 条 明石 19c 前半

710 C8 区 SK14 焼締陶器 擂鉢 (17.8) 「久喜」刻印、櫛目 10 条 明石 19c 前半

711 C8 区 SK14 焼締陶器 匣鉢 10.4 6.7 10.8 不明墨書、刻印「〇に Y｣、口縁
端部・底に溶着・剥離痕

備前 18c 後半～ 19c 前
葉

712 C8 区 SK14 陶器 秉燭 (5.1) 5.0 4.2 右回転糸切 19c 前半

713 C8 区 SK15 染付 碗 9.6 6.0 4.2 畳付釉剥ぎ 肥前 19c 中葉

714 C8 区 SK15 染付 手塩皿 8.8 2.4 4.8 輪花皿 肥前 19c 中葉

715 C8 区 SK15 陶器 小碗 8.3 4.7 2.9 高台内「誓」墨書 信楽 19c 前半

716 C8 区堀 青磁 皿 (28.9) 7.0 9.7 高台蛇目釉剥ぎ鉄漿塗り、脚欠損 肥前 1750 年代

717 C8 区堀 青磁 鉢 19.4 8.2 7.4 高台蛇目釉剥ぎ鉄漿塗り 肥前 17c 後半

718 C8 区堀 青磁 蓋物身 (8.9) 4.1 6.4 高台蛇目釉剥ぎ鉄漿塗り、口縁受
け部鉄漿塗り

719 C8 区堀 青磁 香炉 6.6 5.7 3.1 高台「く」墨書 肥前 17c 後半

720 C8 区堀 青磁 花入 4.3 9.1 5.0 畳付砂目剥ぎ取り 肥前

721 C8 区堀 青磁 火入 6.2 7.3 5.0 底部前面鉄漿塗り 肥前 ～ 17c 末

722 C8 区堀 白磁 碗 9.6 5.5 3.8 9.8 畳付釉剝ぎ 17c 末

723 C8 区堀 白磁 碗 (9.8) 5.1 3.4 10.0 畳付釉剝ぎ、口縁に鉄泥を塗る ～ 17c 末

724 C8 区堀 白磁 碗 8.8 6.1 4.3 9.0 畳付釉剝ぎ一部砂付着 17c 末

725 C8 区堀 色絵磁器 碗 8.7 4.8 5.2 8.9 畳付釉剝ぎ、口縁内部釉剝ぎ、裏
印、727 とセット

肥前 17c 末
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726 C8 区堀 色絵磁器 碗 (10.0) 5.7 3.4 10.4 下部無釉 京

727 C8 区堀 色絵磁器 蓋 7.9 2.9 9.3 下部無釉、725 とセット 肥前 17 ｃ末

728 C8 区堀 染付 碗 10.0 4.7 4.0 10.2 畳付釉剝ぎ一部砂付、裏印 肥前

729 C8 区堀 染付 碗 9.0 5.4 4.0 9.2 畳付釉剝ぎ、内面に付着物有 肥前

730 C8 区堀 染付 碗 (10.0) 6.1 4.0 10.2 畳付釉剝ぎ砂付、裏印 肥前 17c 末

731 C8 区堀 染付 碗 (10.2) 5.9 4.0 10.4 畳付釉剝ぎ 肥前 ～ 17c 末

732 C8 区堀 染付 碗 7.2 5.2 3.6 7.5 湯呑 ､ 畳付釉剝ぎ、裏印、口縁に
鉄泥を塗る

733 C8 区堀 染付 猪口 9.5 6.3 5.1 9.7 畳付釉剝ぎ 肥前 17c 末

734 C8 区堀 染付 紅猪口 (4.0) 1.6 2.4 外面陰刻で沙綾形

735 C8 区堀 染付 皿 14.5 3.0 8.2 14.6 畳付釉剝ぎ一部砂付着、見込みに
重ね焼きの痕跡（1 ヶ所）

肥前　　　

736 C8 区堀 染付 皿 9.8 1.8 6.2 9.8 畳付釉剝ぎ、糸切り細工成形 肥前

737 C8 区堀 染付 鉢 13.5 7.7 5.6 3 個体分 肥前 17c 末

738 C8 区堀 染付 鉢 10.2 7.4 6.0 10.4 741 とセット、畳付釉剝ぎ、口縁
無釉（釉剝ぎ）、見込み一部砂付
着

肥前

739 C8 区堀 染付 鉢 12.5 9.0 8.0 12.6 畳付釉剝ぎ、見込み一部砂付着、
口縁無釉

肥前

740 C8 区堀 染付 花生 長 6.6 
短 4.6

19.8 長 5.4 
短 4.1

板作り 肥前 17c 末

741 C8 区堀 染付 蓋 9.0 3.2 10.8 738 とセット、下部無釉 肥前

742 C8 区堀 染付 蓋 4.8 2.9 6.8 角蓋 18c 後半～ 19c 前
半

743 C8 区堀 焼締陶器 擂鉢 10.3 3.0 3.4 餌ずり用か、櫛目 6 条、底部 3
条

備前 17c 前葉～

744 C8 区堀 焼締陶器 鉢 19.5 8.4 10.7 捏ね鉢、底面刻印「〇」 備前 近世～近代

745 C8 区堀 焼締陶器 鉢 18.5 11.1 13.7 内外面火襷、緩やかな口部 備前 17c ～

746 C8 区堀 焼締陶器 瓶 2.2 8.2 5.4 器形いびつ

747 C8 区堀 焼締陶器 徳利 1.9 10.2 3.4 口縁から下 2/3 糸目 備前 17c

748 C8 区堀 焼締陶器 小壺 6.1 9.8 (4.5) 底部刻印、団扇か 17c 末

749 C8 区堀 陶器 碗 11.8 4.9 4.4 12.0 畳付釉剝ぎ、白化粧に透明釉

750 C8 区堀 陶器 碗 12.6 4.6 4.6 12.8 見込みに三足付のハマの支え痕
（熔着痕 3 個）、高台内刻印、下部
無釉

17c 末～ 18c 初頭

751 C8 区堀 陶器 碗 12.2 4.6 4.8 12.4 高台内刻印「清水」、下部無釉

752 C8 区堀 陶器 碗 12.8 4.8 5.0 13.0 高台内刻印、下部無釉

753 C8 区堀 陶器 碗 12.5 4.5 4.5 12.7 下部無釉 京

754 C8 区堀 陶器 碗 13.0 8.6 5.4 13.2 高台無釉 萩 ～ 17c 末

755 C8 区堀 陶器 碗 12.5 7.9 5.2 12.7 下部無釉 萩 ～ 17c 末

756 C8 区堀・
C9 区堀上
層

陶器 碗 11.0 7.1 4.2 11.2 畳付釉剝ぎ

757 C8 区堀 陶器 小皿 11.1 3.1 4.1 見込・高台に砂目 3 か所 17c 前半

758 C8 区堀 陶器 手鉢 19.0 13.6 12.2 四角把手付鉢 高取焼 1614 ～ 1629 年頃

759 C8 区堀 陶器 鉢 22.0 6.1 9.0 見込、ハリ支え痕 3 か所、三つ足
ハマか

17c 後半

760 C8 区堀 陶器 鉢 (23.5) 11.3 10.0 片口か 肥前 17c 末～ 18c 前半

761 C8 区堀 陶器 蓋 2.1 6.6 12.0 ロクロ成形 京

762 C8 区堀 陶器 蓋 3.1 8.7 10.8 683 とセット 肥前 18c 前半
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763 C8 区堀　
上層

染付 碗 10.4 6.1 4.1 10.6 畳付釉剝ぎ、裏印、0.5 ㎜以内の
砂を少量含む

肥前

764 C8 区堀　
上層

染付 碗 (10.5) 5.6 4.1 10.7 畳付釉剝ぎ、裏印、口縁部鉄泥を
塗る

肥前

765 C8 区堀　
上層

染付 小鉢 9.7 4.5 4.2 9.9 畳付釉剝ぎ一部砂付、口縁釉剝ぎ

766 C8 区掘　
上層

焼締陶器 擂鉢 43.5 19.1 21.6 櫛目 14 条、注口刻印「長上」 境 18c 前半

767 C8 区堀　
上層

焼締陶器 手桶形
容器

(7.8) ＊ 8.5 6.0 底面中心に火襷 備前

768 C8 区堀　
上層

陶器 碗 10.6 6.4 4.2 10.8 畳付釉剝ぎ砂付、内面に釉薬の剝
がれあり

17c 末

769 C8 区堀　
上層

陶器 碗 12.4 4.6 4.4 12.6 高台内刻印「森」、下部無釉

770 C8 区堀　
上層

陶器 片口 22.0 11.2 9.8 肥前 17c 末～ 18c 前半

771 C8 区
C 面埋土

焼締陶器 擂鉢 43.3 19.4 16.9 櫛目 8 条 堺 18c 前半

772 C9 区 SW2 白磁 仏飯器 6.1 6.2 4.2 6.6 高台内、畳付無釉砂付着、見込み
に重ね焼きの痕跡

773 C9 区 SW2 染付 蓋 11.8 13.5 つまみ部欠損

774 C9 区 SW2 陶器 大皿 (30.0) 6.0 (15.7) 陰刻線彫り 萩か

775 C9 区 SW2 陶器 皿 3.9 高台内墨書「誓」 瀬戸美濃 19c

776 C9 区堀 青磁 碗 (11.4) 7.7 (7.6) 口縁端部釉剥ぎ、畳付鉄漿塗り

777 C9 区堀 青磁 香炉 8.4 7.2 4.3 高台内鉄漿塗り、チャツ痕

778 C9 区堀 白磁 猪口 9.6 6.2 4.7 9.7 畳付釉剝ぎ、口縁に鉄泥を塗る 17c 末～ 18c 初頭

779 C9 区堀 白磁 猪口 5.8 4.1 2.7 5.9 畳付釉剝ぎ

780 C9 区堀 白磁 蓋 (9.0) 2.8 9.1 上端釉剝ぎ

781 C9 区堀 色絵磁器 碗 9.5 4.6 3.3 9.7 畳付釉剝ぎ一部砂付 肥前 17c 末

782 C9 区堀 染付 碗 (9.9) 5.7 4.2 10.1 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前 17c 末

783 C9 区堀 染付 皿 10.1 2.6 5.9 10.2 畳付釉剝ぎ一部砂付着 肥前

784 C9 区堀 染付 皿 9.7 2.3 6.8 9.9 畳付釉剝ぎ一部砂付着、口縁に鉄
泥を塗る

肥前

785 C9 区堀 染付 皿 26.8 5.1 14.5 高台内ハリ支え 1 か所 肥前 17c 末

786 C9 区堀 染付 皿 21.0 3.1 13.6 輪花皿、口錆、高台内ハリ支え 5
か所

肥前 18 前半

787 C9 区堀 染付 紅皿 6.1 1.8 2.6 蒟蒻印判

788 C9 区堀 染付 蓋 7.4 (2.4) 8.2 つまみ欠損 肥前 18c 後半～ 19c 前半

789 C9 区堀 陶器 碗 12.7 4.9 5.1 12.9 高台内刻印、下部無釉 肥前

790 C9 区堀 陶器 碗 8.2 5.4 2.8 8.4 高台無釉 萩

791 C9 区堀 陶器 碗 11.0 6.5 3.6 11.2 下部無釉 萩 18c 前半

792 C9 区堀 陶器 碗 12.4 4.7 4.2 12.5 下部無釉 京

793 C9 区堀 陶器 蓋 9.4 2.7 11.4 水指蓋か

794 C9 区堀　
上層

白磁 猪口 7.4 5.7 4.7 7.6 畳付釉剝ぎ

795 C9 区堀　
上層

白磁 猪口 4.4 2.9 2.4 4.5 畳付釉剝ぎ

796 C9 区堀　
上層

磁器 水滴 鶏

797 C9 区堀　
上層

染付 碗 (9.6) 5.5 3.7 9.7 畳付釉剝ぎ、裏印 肥前
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798 C9 区堀　
上層

染付 碗 8.7 4.7 3.6 8.9 湯呑 ､ 畳付釉剝ぎ一部砂付、裏印

799 C9 区堀　
上層

染付 皿 8.1 2.3 5.0 8.4 畳付釉剝ぎ、裏印、轆轤型打ち成
形

肥前

800 C9 区堀　
上層

染付 皿 20.8 3.3 13.2 高台内ハリ支え 3 か所、瑠璃釉 1650 年代

801 C9 区堀　
上層

染付 蓋 6.8 2.4 7.5 豆状つまみ

802 C9 区堀　
上層

焼締陶器 灯明皿 外 7.2 
内 5.2

9.0 下皿、油打欠き 3 か所

803 C9 区堀　
上層

焼締陶器 油壷 ＊ 3.3 7.3 8.8 口縁内面・外面一部油汚れ 備前

804 C9 区堀　
上層

陶器 碗 10.4 6.4 3.7 10.8 下部無釉、～ 0.5 ㎜の褐色粒子を
少量含む

京

805 C9 区堀　
上層

陶器 火入 9.7 高台内墨書「ト」 萩

806 C9 区 SK2 染付 小皿 (12.6) 3.6 7.2 輪花皿、蛇目凹形高台 瀬戸美濃

807 C9 区 SK2 陶器 秉燭 3.8 底面墨書「二十」、右回転糸切 19c

808 C9 区井戸 1 染付 筒形湯呑 6.4 7.0 4.0 高台内「古春花精製」 瀬戸美濃 大正

809 C9 区井戸 1 陶器 筒形湯呑 6.1 7.3 3.9 外面刻印「まいこ」、イッチン描
き

舞子焼 大正

810 C9 区井戸 1 陶器 小坏 (7.4) 4.4 (2.9) 外面刻印「相馬」 相馬駒焼 明治後半～大正

811 C9 区井戸 1 陶器 行平鍋 14.4 10.2 6.3 脚 3 か所 瀬戸美濃 19c 中葉

812 C9 区 P1 磁器 湯呑 (8.8) 6.0 3.9 見込重ね痕、畳付砂融着 肥前 昭和初頭

813 C9 区
C 面埋土

染付 小坏 (6.3) 2.8 2.6 見込「西本川　醤油　ハ～」 瀬戸美濃 明治

814 D3 区 SW1 染付 うがい碗 (14.0) 7.0 4.6 高台外面一部釉切 肥前 1650 ～ 60 年頃

815 D3 区 SW2 染付 小皿 6.1 初期伊万里、畳付砂融着 肥前 1630 ～ 40 年頃

816 D3 区 SW2 陶器 小皿 (12.3) 3.7 (4.5) 器表劣化による剥離著しい 唐津 17c 前半

817 D3 区 SW2 陶器 香炉 銅緑釉・鉄釉かけ分け 唐津 17c 中葉

818 D3 区 SD3 染付 小皿 (7.8) 見込・高台内にハリ支え痕 肥前 18c 前半

819 D3 区 SD4 染付 碗 3.9 外青磁内染付、見込ハリ支え痕 1
か所、畳付砂融着

肥前 18c 後半

820 D3 区 SK3 陶器 鉢 (34.3) 白土による刷毛目 肥前 18c 前半

821 D3 区 SK4 磁器 碗 11.3 5.7 4.2 瀬戸美濃 昭和

822 D3 区 SK4 陶器 汁差し 6.3 4.9 型押成形 珉平か 近代

823 D3 区 SK7 染付 広東碗 5.9 焼継痕 肥前 19c 前葉

824 D3 区 SK7 染付 小皿 (13.8) 4.4 (7.2) 墨弾き技法 肥前 18c 後半

825 D3 区 SK8 染付 碗 (11.7) 6.0 (4.6) 口縁端部焼成時の重ねにより部分
的に釉剥離

瀬戸美濃 19c 前半

826 D3 区 SK9 染付 碗 (10.7) 5.9 4.2 肥前 18c 後半

827 D3 区 SK9 焼絞陶器 灰落し (12.5) 6.9 (13.6) 外面刻印「ハ」、内面底スス付着 備前 18c 後半

828 D3 区 SK9 陶器 灰落し 9.2 4.6 5.5 口縁端部剥離多し 肥前系 17c 後半

829 D3 区
E 面直上

陶器 碗 4.5 兜巾状高台 肥前 18c 前半

830 D3 区
E 面直上

磁器 小皿 (11.7) 見込蛇目釉剥ぎか 肥前 18c 前半

831 D3 区
F 面埋土

染付 小皿 (13.2) 3.2 6.3 輪花皿、形打成形、畳付砂溶着 肥前 17c 中葉

832 D3 区
F 面埋土

陶器 小皿 (12.4) 3.4 4.5 折縁皿、見込・高台内に砂目 3 か
所

肥前 1610 ～ 50 年頃
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833 D3 区
G 面埋土

陶器 小碗 (7.6) 3.8 3.2 右回転糸切痕 肥前 17c 後半

834 D3 区
G 面埋土

陶器 蓋 3.1 5.2 志野、つまみ欠損 瀬戸美濃 17c

835 D8 区
防空壕

染付 小皿 (15.8) 2.6 (9.4) 見込・高台内にハリ支え痕 有田 1650 年代

836 D8 区
防空壕

陶器 小皿 4.7 高台内墨書「温」 近代か

837 D8 区 SK1 陶器 碗 (10.3) 5.2 3.9 外面下部墨書「花※※寿」 肥前 17c 前半

838 D8 区 SK2 染付 碗 11.2 4.6 3.8 銅板転写 瀬戸美濃 明治後半～大正

　　　　　　　　　　　　　　第 4 表　土師質・瓦質土器観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 色調 胎土 焼成 生産年代

839 A1 区 SD3 混炉 20 21.5 22.2 内面突起 3 か所、体部空
気穴穿孔 2 か所、脚部穿
孔 3 か所、底部穿孔、植
木鉢転用品か

橙色 (5YR6/8) 
内面上半 : 黒
褐色(7.5YR3/2)

0.1 ～ 1mm
の砂粒含む

良好

840 A3 区 SK4 秉燭 3.7 1.4 2.5 型押し成形、内面わずか
に灰釉、外面鉄錆付着

にぶい橙色
(10YR7/3)

精緻 良好 18c 後半か

841 A5 区墓 43 皿 7 1.3 4.2 右回転糸切り、同類の皿
他 2 枚

灰白色
(10YR8/2)

1mm 大の
砂粒若干含
む

良好 近世後期～近代初
頭

842 A7 区墓 6 皿 6.7 1 4.4 右回転糸切り 灰白色
(2.5Y8/2)

1mm 大の
砂粒若干含
む

良好 20c か

843 A7 区墓 24 内耳土
器

(28) 内面は横方向のハケ目の
後にナデ、体部に指頭圧
痕、内耳は穿孔貫通、ス
ス付着、A 群

内面 : 黄灰色
(2.5Y5/1) 
外面 : 褐灰色
(10YR5/1)

1 ～ 2mm
大の砂粒若
干含む

良好 18c 後半～ 19c 前
半

844 A7 区墓 38 皿 8.7 1.6 5.6 右回転糸切り、スス付着
無し

淡黄色
(2.5YR8/3)

0.5mm 大
の砂粒若干
含む

良好 18c 前半

845 A8 区 SD1 坩堝 9.9 
内径
8.2

5.9 8.5 底面刻印「ア」、たたら
作り

灰白色
(5Y8/1)

明治

846 A8 区炉跡 1 餌摺 7.1 2.6 3.3 櫛目 7 条、右回転糸切り 露胎部 : にぶ
い黄橙色
(10YR7/4) 
施釉部 :( 内面
底部 ) 浅黄色
(2.5Y7/3) ( 体
部 ) 明黄褐色
(10YR7/6)

精緻 明治

847 A8 区墓 46 皿 7.1 1.4 4.4 右回転糸切り、スス付着
無し

灰白色
(2.5YR8/2)

0.5mm 大
の砂粒若干
含む

良好 18c 後半

848 A8 区墓 75 合子受
皿

9.5 3.9 4 844・845 とセット、朱
色顔料残存

にぶい黄橙色
(10YR7/2)

精緻 良好 近世後期～近代初
頭

849 A8 区墓 75 合子蓋 6.1 1.6 843・845 とセット、朱
色顔料残存

にぶい黄橙色
(10YR7/3)

精緻 良好 近世後期～近代初
頭

850 A8 区墓 75 合子身 5.2 2.9 3.3 843・844 とセット、朱
色顔料残存

にぶい黄橙色
(10YR7/3)

精緻 良好 近世後期～近代初
頭

851 A8 区
墓 108

燗徳利 長径
2.4 

短径
1.9

3.4 3.8 124・125 とセット、ミ
ニチュア、産地：京都、
右回転へら切り

橙色 (5YR6/6) 0.1mm 大
の砂粒わず
かに含む

良好 19c 前半
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番号 遺構名 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 色調 胎土 焼成 生産年代

852 A9 区 SB1
被爆面

坩堝蓋 3.1 12.2 外面に竹管文 灰白色
(2.5Y8/2)

～ 2mm の
砂粒含む

近代

853 A9 区 SB1
石列直下

坩堝蓋 2.6 14.5 器表劣化著しい、つまみ
無し

灰白色
(5Y7/2)

明治

854 A9 区 SK4 坩堝 (10.9) 
内径
(9.0)

18.5 9.3 外面下部器表自然釉、た
たら作り

内面 : 灰色
(5Y5/1) 
外面 : にぶい
黄橙色
(10YR7/2)

明治

855 A9 区 SK4 坩堝蓋 1.5 9.7 裏面に縫い針片・黄色の
物質付着

橙色
(7.5YR6/6)

明治

856 A9 区 SK5 坩堝 10.2 
内径
8.2

6.7 8.5 見込に錆付着、たたら作
り

浅黄橙色
(7.5YR8/3)

明治

857 A9 区 SK5 坩堝 (9.8) 
内径
(8.3)

5.4 (9.1) 器表自然釉、たたら作り 灰白色
(10YR7/1)

明治

858 A9 区 SK8 坩堝 (11.6) 
内径
(9.8)

18.3 9.8 内外面に縫い針片付着、
たたら作り

灰白色
(2.5Y7/1)

明治

859 A9 区 SK8 坩堝 (9.4) 
内径
(8.0)

9.6 7.8 底面刻印「（〇に）石」、
たたら作り、底面折り曲
げてよせて成形

にぶい黄橙色
(10YR7/4)

明治

860 A9 区 SK8 坩堝蓋 1.2 9.3 つまみ無し、爪・指頭圧
痕

黄灰色
(2.5Y6/1)

明治

861 A9 区 SK11 坩堝 9.1 
内径
7.4

6.7 7 たたら作り、接合部顕著、
底面折り曲げてよせて成
形

橙色 (5YR7/6) 明治

862 A9 区 SK11 坩堝 9.5 
内径
7.4

9.3 7.8 内外面に縫い針片付着、
たたら作り

にぶい黄橙色
(10YR7/3)

明治

863 A9 区 SK11 坩堝 9.1 
内径
7.3

6.3 7.3 たたら作り 浅黄橙色
(7.5YR8/4)

明治

864 A9 区 SK11 坩堝 8.9 
内径
7.1

6 7.3 被熱により器表ガラス
化、たたら作り、接合部
顕著

灰白色
(5Y7/1)

明治

865 A9 区 SK11 坩堝 10.5 
内径
8.9

17.2 9.2 器表著しく被熱、内面鉄
片付着、たたら作り、接
合部顕著

内面 : 淡黄色
(2.5YR8/4) 
外面 : 灰白色
(5Y7/2)

明治

866 A9 区 SK11 坩堝 10.4 
内径
8.9

17.2 9 たたら作り、接合部顕著、
底面折り曲げてよせて成
形

内面 : 褐灰色
(10YR5/1) 
外面 : にぶい
橙色 (5YR7/3)

明治

867 A9 区 SK11
下層

坩堝 9.0 
内径
7.3

7.1 7.8 外面に鉄片、内面に縫い
針片付着、たたら作り

浅黄橙色
(7.5YR8/6)

明治

868 A9 区 SK11 坩堝蓋 1.5 11.1 外面に錆付着 にぶい黄橙色
(10YR7/4)

明治

869 A9 区 SK11 坩堝蓋 1.5 11.1 裏面に縫い針片付着 灰色 (5Y6/1) 明治

870 A9 区 SK11 坩堝蓋 1.7 11.8 裏面に指頭圧痕多数 灰白色
(2.5Y8/2)

明治

871 A10 区
SW1

五徳 7.1 最大厚
1.5

支え部、産地：深草 浅黄橙色
(7.5YR8/3)

0.5mm 大
の砂粒含む

良好 近代
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番号 遺構名 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 色調 胎土 焼成 生産年代

872 A10 区 SK4 甕 46 33.8 17.3 内面あて具後ハケ後ナ
デ、外面底部付近指頭圧
痕多数、内面カルシウム
質付着、便甕か

灰白色
(10YR8/2)

やや
軟調

873 B1 区 SW7
下層

皿 (5.5) 1.1 (4.4) 右回転糸切り 明赤褐色
(2.5YR5/6)

0.5 ～ 1mm
大の砂粒若
干含む

良好 幕末か

874 B1 区
SW10

火鉢 21.8
×

22.0

25.2 ×
24.5

内面ハケ目 黒褐色
(2.5Y3/1)

0.5mm 大
の砂粒含む

良好

875 B1 区
SW13

内耳土
器

(34.5) 体部に指頭圧痕、内耳は
穿孔貫通、スス付着、A
群

内面 : 灰黄褐
色 (10YR6/2) 
外面 : 褐灰色
(10YR5/1)

0.5mm 大
の砂粒含む

良好 18c 後半

876 B1 区 SK3 不明品 (14.2) 底面刻印「（〇に）木村」
　

灰白色
(2.5Y8/2)

1mm 大の
砂粒含む

良好 19c

877 B1 区 SK9 内耳土
器

(29.3) (6.9) (19.8) 内面は横方向のハケ目の
後にナデ、外面底部はタ
タキ目、体部に指頭圧痕、
接合痕あり、内耳は穿孔
貫通、一部煤付着、A 群

黄灰色 ～ 2mm の
砂粒を含む

良好

878 B5 区埋土
（トレンチ）

窯道具 上 7.5 
低 7.1

15.7 7.1 トチン、器台面アルミナ
残る

19c か

879 B7 区炉跡 2 ひで鉢 (20.4) 5.7 (16.6) 高台内に成型時の手捏ね
痕

にぶい赤褐色
(2.5YR5/4)

0.5 ～ 1mm
大の砂粒含
む

良好 近代

880 B7 区炉跡 2
床面直上

火鉢 ＊
19.4

22.8 口縁端部は使用による敲
打で欠損と考えられる
が、原状高もさほど変わ
らないと考えられる。

黒色 (10Y2/1)

881 B8 区 SK3 火鉢 21 18.2 25.1 胴部に獅子の面飾り 2 か
所、家屋の模様も入る

黒色 (10Y2/1)

882 B10 区 SK2 上置 (19) 11.2 (19.9) (20.7) 七輪、突起 3 か所、口縁
部を中心に吹きこぼれス
スが内外面に付着

内面 : 橙色
(7.5YR7/6) 
外面 : 白色
(9/0)

0.5 ～ 1mm
大の砂粒含
む

良好 近代

883 C1 区 SF1 蓋 4.5 9.9 火消壺蓋か、左回転糸切
り

橙色 (5YR6/6) 1 ～ 2mm
大の砂粒わ
ずかに含む

良好 近代

884 C1 区 SK7 内耳土
器

内面は横方向のハケ目、
体部に指頭圧痕、内耳は
穿孔貫通、A 群

オリーブ黒
(5Y3/1)

精緻 良好 18c 前半

885 C1 区 SK12 皿 (10.8) 2 (6.3) 灯明上皿、口縁部スス付
着、右回転糸切り、褐色
系

にぶい黄橙色
(10YR7/3)

0 .5mm 大
の砂粒わず
かに含む

良好 17c 後半か

886 C1 区
被爆面埋土

火鉢 14.4 10.2 13.1 底面墨書「イモ」、ボタ
ン状の脚 3 か所、外面一
部に鉄錆付着

橙色
(7.5YR7/6)  
底面 : 橙色
(2.5YR6/8)

1 ～ 2mm
大の砂粒含
む

良好

887 C1 区
C 面埋土

皿 (7.8) 1.5 (4.8) 灯明皿、口縁部スス 2 か
所、右回転糸切り、褐色
系

橙色
(7.5YR7/6)

0.5 ～ 1mm
大の砂粒含
む

良好 ～ 19c か

888 C2 区
C 面埋土

火鉢 外面刻印「勧業課御試験
用筑前博多産物」、産地：
博多

橙色
(2.5YR6/6)

1mm 大の
砂粒含む

良好 明治前半か

889 C3 区 SK6 涼炉 16.0 18.8 脚 3 か所、産地：京都 浅黄橙色
(10YR8/3)

0.1mm 大
の砂粒含む

良好 19c 後半～大正
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番号 遺構名 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 色調 胎土 焼成 生産年代

890 C3 区土器だ
まり（SW3）

皿 8.7 1.6 5.1 右回転糸切り にぶい橙色
(7.5YR7/4)

0.5 ～ 1mm
大の砂粒若
干含む

良好

891 C3 区土器だ
まり（SW3）

皿 10 1.9 6.8 内外面に黒斑、右回転糸
切り

灰黄褐色
(10YR6/2) 

1mm 大の
砂粒若干含
む

やや
軟調

892 C3 区土器だ
まり（SW3）

皿 8.2 1.6 5.0 灯明皿、口縁部スス付着、
右回転糸切り、褐色系

にぶい橙色
(5YR6/4)

0.5mm 大
の砂粒若干
含む

良好

893 C3 区土器だ
まり（SW3）

皿 6.8 1.3 4.0 灯明皿、口縁部スス付着、
右回転糸切り、褐色系

にぶい黄橙色
(10YR7/3)

0.5mm 大
の砂粒若干
含む

良好

894 C4 区 SK6 甕 36.2 44.9 19.2 38.8 外面底部指頭圧痕多数、
内面カルシウム質付着、
底部穿孔、逆位で検出、
水抜き甕か

橙色
(2.5YR7/8)

良好

895 C4 区 SK9 皿 12.6 2.3 6.9 灯明皿、口縁部スス付着、
右回転糸切り、白色系

灰白色
(2.5Y8/1)

1mm 大の
砂粒含む

18c 前半

896 C4 区 SK10 内耳土
器

(28.7) 体部に指頭圧痕、内耳は
穿孔貫通、A 群

黒褐色
(2.5Y3/1)

1 ～ 2mm
大の砂粒含
む

18c 前半

897 C4 区 SK11 火鉢 21.9 内部底面にハケを使用し
た回転ナデ

黒色 (N1.5/0)
一部ににぶい
黄色 (2.5Y6/4)

0.1 ～ 0.5
mm 大 の 砂
粒若干含む

良好 近代

898 C4 区 SK19 羽口 口部幅
6.1

＊
19.1

最大厚
1.5

口先著しく被熱 灰白色
(10YR8/2)

0.5 ～ 2mm
大の砂粒含
む

良好 18c 後葉～ 19c 前
葉

899 C4 区 SK21 内耳土
器

(27.1) (6.6) 内面ナデ、外面体部に指
頭圧痕、内耳は穿孔非貫
通、A 群

内 - 灰黄褐色
外 - 暗灰色

～ 1mm の
砂粒を含む

やや
軟調

900 C4 区 SK21 内耳土
器

(29.9) (6.4) (17.4) 内面はナデ、外面体部に
指頭圧痕、外面底部にハ
ケ目か、内耳は穿孔貫通
と非貫通、A 群

内 - 黄灰色　 
外 - 黒褐色

精緻 良好

901 C4 区 SK22 土瓶 7.6 (9.1) 16.6  陽刻で模様 黒褐色
(2.5Y3/1)

0.5mm 大
の砂粒含む

良好 19c

902 C4 区甕 1
（SK4 下）

甕 27.8 19.6 20.3 27.5 底部穿孔、外面底部指頭
圧痕、内面カルシウム質
付着、便甕か

黄橙色
(7.5YR8/8)

良好

903 C4 区甕 2
（SK4 下）

甕 62.2 内面スタンプ状あて具痕 橙色
(7.5YR7/8)

良好

904 C4 区
E 面埋土

徳利 3.8 4.3 上絵付、右回転糸切り、
口縁部欠損するが滑らか
なため欠損後も使用か、
産地：京都

橙色 (5YR6/6) 0.5mm 大
の砂粒含む

良好 19c

905 C4 区埋土
（トレンチ）

焼塩壺 5.4 7.9 4.1 輪積み成形、内面調整少
ない

橙色 (5YR6/6) 1 ～ 2mm
大の砂粒含
む

良好 17c 前葉

906 C5 区 SW2 皿 (7.8) 1.2 (3.8) 家紋陽刻（つる柏）、右
回転へら削り

灰白色
(2.5Y8/2)

精緻 良好 大正～昭和か

907 C5 区 SK9 甕 61.0 49.2 15.7 62.8 内面スタンプ状あて具痕
わずかに残る、内面カル
シウム質付着、内面口縁
部付近汲み取りによる摩
耗、便甕

橙色
(7.5YR7/6)

やや
軟調

908 C5 区 SK11 鍋 25.8 29.8 外面に耳・残存部に 1 か
所

褐灰色
(10YR4/1)

0 .1mm 大
の砂粒若干
含む

近代か
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番号 遺構名 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 色調 胎土 焼成 生産年代

909 C5 区 SK12 窯道具 6.4 10.4 6.2 トチン、上下面アルミナ
付着

橙色
(2.5YR6/6)

1 ～ 2mm 大
の 砂 粒 含
む、下部に
2.7 × 2 ｍ
ｍ大の礫含
む

910 C5 区 SK36 皿 6.6 1.1 4.8 灯明皿、口縁部スス 3 か
所、右回転糸切り、白色
系

浅黄橙色
(10YR8/4)

1 ～ 1.5mm
の砂粒含む

やや
軟調

～ 17 末

911 C5 区 SK38 皿 6.5 1.1 4.6 灯明皿、口縁部スス 2 か
所、左回転糸切り、白色
系

灰白色
(2.5Y8/2)

精緻 良好 ～ 17 末

912 C5 区 SK38 内耳土
器

(28.7) 内面はナデ、外面体部に
指頭圧痕、内耳は穿孔貫
通と非貫通、A 群

褐灰色
(7.5YR4/1) ～
にぶい褐色
(7.5YR5/3)

0.5 ～ 1mm
大の砂粒含
む

17C 後半～ 18C 前
半

913 C5 区 G 面
埋土

皿 11.2 2.4 4.8 口縁部スス付着、右回転
糸切り、白色系

褐灰色
(10YR4/1)

0.2mm 大
の砂粒若干
含む

17C か

914 C6 区 SB4 不明品 「（𠆢に）て」陽刻 暗灰黄色
(2.5Y5/2)

1mm 大の
砂粒含む

良好 明治

915 C6 区
SW3・5　
裏込

植木鉢 5.5 底部切り欠き 3 か所 灰白色
(2.5Y8/2)

精緻 良好 近代

916 C6 区堀 皿 11.7 1.6 6.7 灯明皿、口縁部スス付着、
糸切り痕、白色系

灰白色
(2.5Y8/1)

精緻 やや
軟調

917 C6 区堀 皿 10.6 2 5.4 左回転糸切り、白色系 にぶい橙色
(7.5YR7/4)

精緻 良好

918 C6 区堀 皿 9.2 1.5 6.5 灯明皿、口縁部スス付着、
右回転糸切り痕、白色系

灰白色
(5Y8/2)

精緻 良好

919 C6 区堀 皿 9.4 1.8 5.4 灯明皿、内面前面に弱い
スス、口縁強いスス、右
回転糸切りの地ナデ、白
色系

灰白色
(5Y8/2)

精緻 良好

920 C6 区堀 皿 7.5 1.5 4.1 右回転糸切り、白色系 灰黄色
(2.5Y7/2)

精緻 良好

921 C6 区堀 皿 7.1 1.1 4.6 灯明皿、口縁全周にスス、
右回転糸切り、白色系

浅黄橙色
(10YR8/3)

精緻 良好

922 C6 区堀 鉢 (35.8) 6.4 (26.9) 　 にぶい赤褐色
(2.5YR5/4) ～
褐灰色
(5YR4/1)

1 ～ 3mm
大の砂粒若
干含む

良好

923 C6 区堀 焼塩壺 8.9 4.6 6.6 浅黄橙色
(7.5YR8/6)

17C 中葉

924 C6 区堀 甕 31 30.1 16.8 36.4 内面下 2/3 ハケ目、内面
上 1/3 及び外面ハケ目後
ナデ

灰色
(7.5Y3/1)

925 C6 区堀 内耳土
器

28.5 (8.3) (15.5) 内面から外面口縁部にか
けてはナデ、外面は底部
にタタキ目、体部に指頭
圧痕、内耳は穿孔貫通、
煤付着、A 群

オリーブ黒色 精緻 良好

926 C6 区堀 内耳土
器

26.1 (6.2) 21.4 内面はナデ、上部は横方
向のハケ目、外面は体部
に指頭圧痕、内耳は穿孔
貫通、B 群

内 : 黄灰色　 
外 : 黒褐色

～ 1mm の
砂粒を含む

やや
軟調



─　204　─

番号 遺構名 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 色調 胎土 焼成 生産年代

927 C6 区堀 内耳土
器

26.0 (7.8) 15.0 内面底部はハケ目、体部
はナデ、外面は指頭圧痕、
内耳は穿孔貫通、C 群

灰黄色 ～ 1mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

928 C6 区堀 内耳土
器

(28.4) (7.6) (14.4) 内面から外面口縁部にか
けてナデ、外面底部は布
による一方向のナデか、
体部に指頭圧痕、接合痕
あり、内耳は穿孔貫通、
A 群

暗灰黄色 ～ 2mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

929 C6 区堀 内耳土
器

(26.3) 7.0 (16.5) 内面はナデ、口縁部上面
はハケ目、内耳部分はナ
デ、外面底部はタタキ目、
体部に指頭圧痕、内耳は
穿孔貫通、A 群

内 : 灰色　 
外 : 暗灰色

～ 1mm の
砂粒を含む

良好

930 C6 区堀　
東端

内耳土
器

26.8 (7.0) 16.4 内面は底部ハケ目、上部
はナデ、外面は底部タタ
キ目、体部に指頭圧痕、
接合痕あり、内耳は穿孔
貫通、A 群

黄灰色　 ～ 2mm の
砂粒を少量
含む

やや
軟調

931 C6 区堀　
東端

内耳土
器

(28.3) 7.4 9.6 内面底部は不定方向のハ
ケ目の上からナデ、内面
体部から外面口縁部にか
けてはナデ、外面底部は
一方向のハケ目、その上
部に縦方向のハケ目を施
す、外面体部は指頭圧痕、
内耳は穿孔貫通、煤付着、
比較的重量あり、B 群

褐灰色 ～ 3mm 以
下の砂粒を
僅かに含む

やや
軟調

932 C6 区堀　
東端

内耳土
器

(29.6) (8.6) (20.8) 内面下部はハケ目、上部
はナデ、外面底部はタタ
キ目、体部に指頭圧痕、
内耳は穿孔貫通、A 群

暗灰黄色 ～ 1mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

933 C6 区堀　
東端

内耳土
器

27.2 (7.7) 19.8 内面下部はナデ、上部は
ハケ目の上からナデ、外
面底部はタタキ目、体部
に指頭圧痕、接合痕あり、
内耳は穿孔貫通、A 群

灰色 ～ 3mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

934 C6 区堀　
東端

内耳土
器

(28.0) 8.1 (20.7) 内面下部はナデ、上部は
横方向のハケ目、外面底
部はタタキ目、体部に指
頭圧痕、内耳は一部残存、
1/3 残存、A 群

暗灰黄色 ～ 2mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

935 C6 区堀　
東端

内耳土
器

(27.7) (8.0) (16.2) 内面は横方向のハケ目の
上からナデ、外面底部は
タタキ目、体部に指頭圧
痕、内耳は穿孔貫通、A 群

内 : 灰色　 
外 : 黒褐色

～ 3mm の
砂粒を含む

やや
軟調

936 C6 区堀　
東端

内耳土
器

28.1 (8.0) (15.4) 内面は横方向のハケ目の
上から一部ナデ、口縁内
外面はハケ目の上からナ
デ、外面底部はタタキ目、
体部に指頭圧痕、内耳は
穿孔貫通、A 群

灰色 ～ 2mm の
砂粒を僅か
に含む

良好

937 C6 区堀　
東端

内耳土
器

(28.2) (7.9) (18.1) 内面下部はナデ、上部に
横方向のハケ目、口縁部
上面はハケ目の上からナ
デ、外面底部はタタキ目、
体部に指頭圧痕、内耳は
穿孔貫通、A 群

内 : 灰黄褐色
　 
外 : 黒褐色

～ 1mm の
砂粒を含む

やや
軟調
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番号 遺構名 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 色調 胎土 焼成 生産年代

938 C6 区堀　
東端

内耳土
器

(28.0) 7.3 (16.3) 内面はナデ、外面底部は
タタキ目、体部に指頭圧
痕、接合痕あり、内耳は
穿孔貫通、煤付着、A 群

暗青灰色 ～ 2mm の
砂粒を僅か
に含む

良好

939 C6 区堀　
東端

内耳土
器

(27.7) (5.7) 内面はナデ、外面体部に
指頭圧痕、内耳は穿孔貫
通、A 群

褐灰色 ～ 2mm の
砂粒を含む

良好

940 C6 区堀　
東端

内耳土
器

(29.6) (5.2) 内面はナデ、外面体部に
細かい指頭圧痕、内耳は
穿孔貫通、A 群

オリーブ黒色 ～ 1mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

941 C6 区堀　
東端

焙烙 (20.1) (4.5) (17.9) フライパン状を呈する
が、把手欠損、内面から
外面口縁部にかけてはヨ
コナデ、外面底部は型か
ら出した後に布によるナ
デ、外面体部に指頭圧痕
あり

灰色 ～ 2mm の
砂粒を含む

やや
軟調

942 C6 区堀　
東端上層

内耳土
器

27.7 8.3 15.9 内面から外面口縁部にか
けてナデ、外面体部に指
頭圧痕、外面底部無調整

（型造りか）、接合痕あり、
内耳は穿孔貫通、煤付着、
比較的重量あり、C 群

灰黄色 ～ 1mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

943 C6 区堀　
東端上層

焙烙 (18.0) 4.6 (14.8) フライパン状を呈する、
内面はヨコナデ、取っ手
接合部にヘラ状工具痕あ
り、外面底部は型から出
した後に布によるナデ、
外面体部はヨコナデ、一
部指頭圧痕あり、取っ手
は板状粘土を丸めて貼り
付け、後に穿孔貫通

灰白色 ～ 1mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

944 C6 区堀　
東端上層

焙烙 (5.2) フライパン状を呈する、
内面はヨコナデ、外面底
部は型から出した後に布
によるナデ、取っ手は板
状粘土を丸めて貼り付
け、後に穿孔貫通

灰白色 ～ 1mm の
砂粒を僅か
に含む

良好

945 C6 区堀　
上層

皿 10.1 2.8 6 灯明皿、口縁全周にスス、
右回転糸切り、白色系

白色 (9/0) 精緻 良好

946 C6 区堀　
上層

皿 8.6 1.5 5.2 スス無し、左回転糸切り、
白色系

灰白色
(2.5Y8/2)

精緻 良好

947 C6 区堀　
上層

皿 8.8 1.4 5.9 灯明上皿、体部にスス、
底部穿孔、左回転糸切り、
白色系

灰白色
(2.5Y8/2)

精緻　雲母
多く含む

良好

948 C6 区堀　
上層

内耳土
器

16.6 (8.0) 18.1 内面はナデ、上部は横方
向のハケ目、外面底部は
タタキ目、体部に指頭圧
痕、内耳は穿孔貫通、A 群

内 : にぶい黄色 
外 : 褐灰色

～３mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

949 C6 区堀　
上層

内耳土
器

28.0 8.3 20.1 内面はハケ目の上からナ
デ、外面底部はタタキ目、
体部に指頭圧痕、接合痕
あり、内耳は穿孔貫通、
A 群

灰色 ～１mm の
砂粒を僅か
に含む

良好

950 C6 区堀　
上層

内耳土
器

27.4 (7.2) 19.6 内面はナデ、外面底部は
タタキ目、体部に指頭圧
痕、内耳は穿孔貫通、A 群

灰色 ～１mm の
砂粒を僅か
に含む

良好
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951 C6 区堀　
上層

内耳土
器

(28.0) (7.7) (19.0) 内面はナデ、外面底部は
タタキ目、体部に指頭圧
痕、接合痕あり、内耳は
穿孔貫通、A 群

黒褐色 ～ 2mm の
砂粒を僅か
に含む

やや
軟調

952 C6 区堀　
上層

内耳土
器

(25.8) (7.2) (17.6) 内面はナデ、外面体部に
指頭圧痕、接合痕あり、
内耳は穿孔貫通、2/5 残
存、A 群

内 : 褐灰色　 
外 : 灰色

～ 2mm の
砂粒を含む

やや
軟調

953 C6 区堀　
南側石垣上

皿 7 1.6 5.3 灯明皿、口縁部にスス 1 か
所、口縁部 2 か所飛び出る、
左回転糸切り、白色系

灰白色
(5Y7/1)

精緻、雲母
混じる

良好

954 C6 区
F 面埋土

内耳土
器

27.9 (6.7) 20.4 内面はナデ、外面体部に
指頭圧痕、接合痕あり、
内耳は穿孔貫通、A 群

内 : 灰黄色　 
外 : 灰黄褐色

～ 1mm の
砂粒を含む

やや
軟調

955 C6 区
F 面埋土

内耳土
器

28.0 (6.7) 内面は横方向のハケ目の
上からナデ、外面体部に
指頭圧痕、内耳は穿孔貫
通、A 群

暗オリーブ褐
色

～ 2mm の
砂粒含む

やや
軟調

956 C7 区 SK4 甕 53.7 43.2 18.8 外面底部指頭圧痕多数、
内面ハケ目、内面カルシ
ウム質付着、便甕

浅黄橙色
(7.5YR8/4)

良好

957 C7 区 SK4 甕 37.7 27.8 18.8 外面底部指頭圧痕多数、
内面カルシウム質付着、
便甕

浅黄橙色
(7.5YR8/4)

良好

958 C7 区堀　
上層

焼塩壺
蓋

7.7 2.4 上径
7.2

内面布目痕跡残る 浅黄橙色
(7.5YR8/6)

1 ～ 4mm
の砂粒含む

良好

959 C7 区
D 面埋土

甕 54 41.4 17.9 外面底部指頭圧痕多数、
内面スタンプ状あて具痕
後ナデ、内面状態良い

浅黄橙色
(7.5YR8/6)

良好

960 C8 区 SW3 皿 8.8 1.5 4.9 口縁部 2 か所飛び出る、
右回転糸切り、褐色系

橙色
(2.5YR6/6)

1mm の砂
粒含む

良好

961 C8 区 SK7 羽口 先端部
4.7

＊13.7 6.5 口先著しく被熱、鉄片一
部付着

にぶい黄橙色
(10YR7/3)

0.5 ～ 1mm
大の砂粒含む

良好 明治後半か

962 C8 区 SK12 焜炉 (22.1) 19.5 (21) 内面突起 3 か所、体部空
気穴穿孔 2 か所、内面ス
ス付着

内面 : 黄灰色
(2.5Y6/2) 
外面 : 黒褐色
(2.5Y3/1)

1mm 大の
砂粒若干含
む

良好 近代

963 C8 区堀 皿 8.8 1.3 5.2 灯明皿、内面から外面口
縁までスス右回転糸切
り、褐色系

橙色 (5YR7/8) 精緻 良好

964 C8 区堀 焼塩壺
蓋

7.5 2.1 上径
7.7

内面布目痕跡残る 橙色 (5YR7/8) 1 ～ 4mm
の砂粒含む

良好

965 C8 区堀　
上層

皿 7 1.1 5.1 灯明皿、見込に焼成後の
穿孔、穿孔部を中心にス
ス、口縁部2か所飛び出る、
左回転糸切り、白色系

灰白色
(2.5Y8/2)

精緻、雲母
混じる

良好

966 C8 区堀　
上層

皿 6.5 0.9 4.8 灯明皿、見込に焼成前の穿
孔、穿孔部を中心にスス、
左回転糸切り、白色系

灰白色
(2.5Y8/2)

精緻、雲母
混じる

良好

967 C8 区堀　
上層

皿 6.5 1.1 5 灯明皿、見込に焼成前の穿
孔、穿孔部を中心にスス、
右回転糸切り、褐色系

橙色 (5YR7/8) 精緻 良好

968 C9 区 SK2 上置 5.7 橙色 (5YR7/6) 0.5 ～ 1mm
大の砂粒含
む

良好

969 D3 区 SK4 上置 25 5.8 20 かまどの一部、設置時の
漆喰一部残る、内面突起
3 か所、6 個体分

橙色 (5YR6/6) 0.1mm 大
の砂粒含む

良好
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　　　　　　　　　　　　　　第 5 表　ガラス製品観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 器種 口径 器高 底径 最大幅 特徴等 推定産地 生産年代

970 A4 区 SK6 花瓶 (2.9) 15.0 6.0 7.6 ウランガラス、プレスガラス 近代

971 A4 区 SK24 薬瓶 長 6.4 
短 4.4

エンボス「～病院」、プレスガラス 近代

972 A5 区墓 41 脚付坏 4.4 脚部欠損、8 面カット 近代

973 A8 区 SD1
下層

コップ (7.2) 8.8 4.3 型吹きガラス 明治

974 B1 区 SK2 碗 14.8 6.0 8.0 プレスハート三つ入れ子鉢　 伊藤徳ガラス
製造所

大正

975 B1 区 SK2 碗 14.2 6.0 8.4 プレスハート三つ入れ子鉢　 伊藤徳ガラス
製造所

大正

976 B1 区 SK2 碗 17.4 7.2 9.4 プレスハート三つ入れ子鉢　 伊藤徳ガラス
製造所

大正

977 B1 区 SK2 小皿 10.2 2.5 6.4 10.7 プレスガラス、4 個体分あり 近代

978 B1 区 SK2 小皿 11.2 2.3 7.7 プレスガラス、2 個体分あり 近代

979 B1 区 SK2 角皿 長 15.8 
短 9.6

2.7 長 11.1 
短 5.0

プレスガラス、4 個体分あり 近代

980 B1 区 SK2 皿 16.9 3.2 10.0 プレスガラス 近代

981 B1 区 SK6 食品瓶 5.9 9.2 エンボス「STREE（T）」「（LON)DON」
「765」、塩瓶（テーブルソルト）、表面銀
化進む

近代

982 B8 区埋土
（トレンチ）

文具瓶 2.6 4.5 5.6 インク瓶、コルク栓か 近代

983 B10 区 SC1 瓶 5.7 6 底面エンボス「（○に新）」 近代

984 B10 区 SC1 瓶 2.0 10.8 3.3 5.6 エンボス「非賈品」「（山に西）」、バリ著
しい

近代

985 B10 区 SK2 化粧瓶 3.8 クリーム瓶、エンボス「レート　◦◦」 大正～昭和初頭

986 C1 区 SK8 薬瓶 1.6 8.9 長 4.2 
短 2.9

ラベル窓・メモリ 近代

987 C1 区桝 2 薬瓶 2.4 5.7 3.4 エンボス「泉勘製」、大阪心斎橋化粧品屋・
泉屋杉本家、バリあり

近代

988 C4 区 SB2
下層

薬瓶 1.5 5.0 (7.2) 近代

989 C5 区 SW4
掘方

食品瓶 2.4 19.2 4.8 5.2 エンボス「WORCESTERSHIRE SAUCE 
IS」、ウスターソース瓶

石塚ガラス 近代

990 C5 区 SW4
掘方

栓 2.4 3.0 栓径 
1.2

エンボス「I|S」 石塚ガラス 近代

991 C6 区 SW4
掘方

コップ (5.3) ウランガラス、10 角 10 面、型吹きガラ
ス

大正か

992 C6 区 SK1 薬瓶 0.9 5.3 2.0 底面エンボス「萬八丹」、ラベル面両面
あり、スクリュー栓

近代

993 C6 区 SK9 ビーカー 4.5 3.6 5.4 エンボスメモリ「10　10/9」 近代

994 C6 区 SK14 文具瓶 2.4 5.6 3.1 3.0 インク瓶、内面インク付着、外面凸形円・
凹形円

明治後半～大正

995 C6 区 SK16 化粧瓶 5.3 5.4 レートクリーム瓶か 大正～昭和初頭

996 C8 区 SD1 化粧瓶 2.3 5.5 6.1 化粧水瓶か 近代

997 C8 区 SK11 瓶 (2.7) 2.9 2.6 軟膏・クリーム等の瓶か、口縁合わせ蓋
用

近代

998 D3 区 SK12 酒瓶 2.6 5.8 6.5 エンボス「SAKURA　BREWERY 

CO.LTD」「（桜マーク）21」

近代（昭和 4 ～ 18

年か）
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第 6 表　瓦観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 種別
瓦当径 瓦当幅 瓦当厚

特徴等 生産年代
長さ 幅 厚さ

999 A3 区 SK10 磚か ＊ 19.6 ＊ 19.7 2.9 内面に櫛歯状工具による強いハケ目

1000 A3 区 SK11 軒丸瓦 （14.1） 2.0 三つ巴紋

1001 A8 区 C 面埋土 鬼瓦 30.5 紋様部
3.6 

板部 2.0

菊紋

1002 A10 区 SW1 鬼瓦 ＊ 17.4 ＊ 14.5 3.5 亀形、首・手足・尾欠損 近代か

1003 B5 区
被爆面埋土

鬼瓦 3.5 ヘラ刻み「菊間　岩忠作」、産地：菊間 近世

1004 B10 区
C 面埋土

軒平瓦 4.7 顎部 1.7 
1.8

瓦頭部刻印「紙利」、産地：菊間 近世

1005 C1 区 SF1 丸瓦 26.8 ＊ 22.6 
拡張部

7.6

1.6 内面に布目痕、釘穴に鉄錆付着 近代

1006 C1 区 SF1 軒平瓦 上下幅
4.1

顎部 1.6 
1.5

表面被熱による赤変、産地：菊間 近代

1007 C3 区 SK12 軒丸瓦 (14.0) 15.8 2.1 内面に布目痕

1008 C4 区井戸 1 井戸枠瓦 28.5 24.3 3.1 内面に上下方向の傷（桶接触痕）多く残る 近世

1009 C4 区井戸 1
1 段目

井戸枠瓦 25.8 26.5 4.5 外面に 9 列 5 段の刻み目 近世

1010 C4 区井戸 1
1 段目

井戸枠瓦 25.4 26.2 4.5 外面に 6 列 5 段の刻み目、内面の器表の大半が剥離 近世

1011 C4 区井戸 1
1 段目

井戸枠瓦 25.7 26.4 4.7 外面に 8 列 4 段の刻み目 近世

1012 C4 区井戸 1
1 段目

井戸枠瓦 25.7 26.6 4.5 外面に 7 列 5 段の刻み目 近世

1013 C5 区 SK21 軒桟瓦 瓦当 4.0 顎部 1.1 
1.7

瓦当刻印

1014 C5 区 D 面埋土 軒丸瓦 16.6 2.1 三つ巴紋 近世

1015 C6 区堀 軒丸瓦 （8.4） 2.7 三つ巴紋 近世

1016 C6 区堀 丸瓦 15.2 14.6 2.0 冠瓦か、コビキ B

1017 C6 区 SK15 軒丸瓦 16 2.4 三つ巴紋 近世

1018 C7 区 SK1 鬼瓦 2.5 ヘラ刻み「細工人岩忠　慶應三年（欠損）吉日」、被
熱により赤変、産地：菊間

慶応 3 年

1019 C8 区 SW2 軒丸瓦 14.2 2.4 井桁に菊座橘、菊座立花の模様通常より 45 度傾く

1020 C8 区堀上層 丸瓦 16.4 13.5 1.6 冠瓦か、コビキ B

1021 C8 区堀 軒丸瓦 16.3 瓦当 2.2 
2.2

三つ巴紋 近世

1022 C8 区 SK ５ 丸瓦 12.4 1.6 「堺下田弥三（郎）」、産地：堺州 1682 ～ 1724 年

1023 C8 区 SK ５ 軒桟瓦 瓦当 3 顎部 3.3 
1.4

瓦当無紋

1024 C9 区堀 鳥ぶすま
瓦

14.5 1.5 三つ巴紋

1025 C9 区井戸 1 井戸枠瓦 29.8 26.5 3.6 内面の器表の大半が剥離 近世
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第 7 表　煉瓦観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 種類 成形 長さ 幅 厚さ 特徴等 推定産地等

1026 A1 区 B 面
埋土

赤煉瓦 手抜 22.2 11.0 6.1 櫛目有、石灰モルタル付着 安芸津

1027 A3 区近代 B
埋土

赤煉瓦 手抜 23.4 11.3 6.1 刻印、スス付着

1028 A4 区 SB1
地下室

耐火煉瓦 手抜 23.0 15.3 5.9 異形煉瓦・アーチ、「三石耐火加藤合資會社」刻印・
品質印、側面に焼成時の積み目、明治 39 年頃か

三石

1029 A4 区近代 B
埋土

赤煉瓦 手抜 拓本のみ、刻印

1030 B4 区攪乱土 耐火煉瓦 15.6 11.3 7.6 「○○○ NAGAWA」・S.S マーク、プレス〇刻印、
小口に■刻印

品川

1031 B6 区墓 4
床面

赤煉瓦 手抜 長 22.7 
短 20.8

11.0 6.0 扇形の異形の可能性有、花形の刻印　石灰モルタ
ル付着

日本練瓦か

1032 B7 区 B 面
埋土

耐火煉瓦 手抜 22.9 10.9 6.3 「三石窯業株式会社」刻印、屋号「（山に）三」、大
正 5 年以降

三石

1033 B8 区炉跡 1 赤煉瓦 手抜 23.6 11.4 6.1 被熱著しい、三和土付着

1034 B8 区炉跡 1 赤煉瓦 手抜 22.7 10.0 6.0 焼成時に下に積まれていたのか歪み著しい、側面
に焼成時の積み目

1035 C5 区 SK1 赤煉瓦 手抜 23.2 11.1 6.0 漆喰付着

1036 C5 区 SK1 赤煉瓦 手抜 23.7 11.4 6.3 

1037 C5 区 SK27 耐火煉瓦 14.0 11.6 6.7 「○○○ NAGAWA」・S.S マーク、プレス〇刻印 品川

1038 C5 区 SX1 赤煉瓦 手抜 23.3 11.2 6.2 石灰モルタル付着、側面被熱著しい 安芸津

1039 C5 区 SX1 赤煉瓦 手抜 23.2 11.2 6.1 指頭圧痕、石灰モルタル付着、側面被熱著しい 安芸津

1040 C5 区 SX6 赤煉瓦 手抜 23.5 11.2 6.5 「O」刻印

1041 C5 区 SX6 赤煉瓦 手抜 22.9 10.6 6.4 「O」刻印

1042 C5 区 SX6 赤煉瓦 手抜 23.1 11.3 6.5 「O」刻印、小口削り

1043 C5 区 SX6 赤煉瓦 手抜 23.5 11.2 6.4 「O」刻印、指頭圧痕、小口削り

1044 C5 区 SX6 耐火煉瓦 手抜 10.9 11.2 6.2 「三石耐火〇〇」刻印、明治 25 年～大正頃か 三石

1045 C5 区 SX6 耐火煉瓦 手抜 18.4 11.2 6.6 「〇石耐火煉瓦合資會社製」刻印・品質印、明治
25 年～大正頃か

三石

1046 C5 区 SX6 耐火煉瓦 13.8 11.5 7.5 「SHINA ○○○○」・S.S マーク・■刻印、四隅に
〇のプレス痕

品川

1047 C7 区桝 2 異形煉瓦 手抜 23.0 12.3 6.5 両面に花形の刻印 日本練瓦か

1048 C7 区桝 2 異形煉瓦 手抜 22.5 長 12.1 
短 6.1

6.4 刻印なし 日本練瓦か

1049 C8 区道路 赤煉瓦 手抜 長 23.0 
短 20.6

11.2 扇形か「貮」刻印・花形の刻印、いわゆる「はん
ぺん」加工

日本練瓦か

1050 C8 区道路 赤煉瓦 手抜 11.2 6.2 扇形異形か「壹」刻印・花形の刻印 日本練瓦か
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第 8 表　タイル観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 種類 長さ 幅 厚さ 特徴等 推定産地等 生産年代

1051 A2 区攪乱土 6" × 3" チューブ
ライニング

7.6 (15.2) 1.1 佐藤タイルカタログ No.10 の No.155、
表面被熱により変色

佐藤化粧煉瓦
工場

1052 A3 区被爆面
埋土

モザイク塊 モルタル貼り付け

1053 A3 区被爆面
埋土

モザイク正方形 2.6 2.6 0.4 1047 の一部

1054 A3 区攪乱土 6" × 6" 白 15.3 15.3 0.9 裏面隅に数字刻印 2 か所 佐藤化粧煉瓦
工場

昭和 10 年頃

1055 A4 区 SK1 6" × 6" 白 15.3 15.3 0.8 表・裏全面釉 佐藤化粧煉瓦
工場

昭和 10 年頃

1056 A4 区被爆面
埋土

6" × 6" 白 15.3 15.3 0.9 日本タイル工
業

昭和 10 年頃

1057 A4 区被爆面
埋土

6" × 6" 白 15.4 15.3 0.8 日本タイル工
業

昭和 10 年頃

1058 A4 区 D 面埋
土

6" × 1.5" 白 3.7 15.1 0.9 竹割

1059 A4 区埋土
（トレンチ）

4.3" × 2.3" 白 10.9 6.1 0.8 表・裏全面釉 佐藤化粧煉瓦
工場

昭和 10 年頃

1060 A4 区埋土
（トレンチ）

4.3" × 2.3" 10.8 6.0 0.8 黒タイルもしくは被熱による変色 佐藤化粧煉瓦
工場

昭和 10 年頃

1061 A5 区攪乱土 本業敷瓦 15.4 15.5 1.7 型紙中心で合わさる 瀬戸 明治

1062 B4 区攪乱土 6" × 2.5" 白 6.3 15.2 1.1 手摺 日本タイル工
業

1063 B4 区攪乱土 6" × 2.3" 白 5.8 15.0 1.0 竹割

1064 B5 区攪乱土 6" × 6" 白 （10.5) (11.1) 1.0 6" × 6" タイルを 4.3” × 4.3” サイズ
に加工

不二見焼合資
会社

1065 B5 区攪乱土 6" × 6" 白 1.0 不二見焼合資
会社

1066 B5 区攪乱土 6" × 6" 白 14.8 1.0 珉平 F1 タイプ 淡陶 昭和初期～戦前

1067 B5 区攪乱土 本業敷瓦 15.2 15.3 1.2 乾式成形、側面アルミナ目跡 YAMAKATSU
か

1068 B5 区攪乱土 4.3" × 2.3" 白 11.0 6.1 0.7 珉平 B タイプ派生 淡陶

1069 B5 区攪乱土 4.3" × 2.3" 白 6.0 打ち欠き面取り、表面被熱 佐藤化粧煉瓦
工場

昭和 10 年頃

1070 B6 区 SX1 モザイク正方形 2.6 2.6 0.4

1071 B6 区被爆面
埋土

4.3" × 2.3" 黒 6.1 0.7 珉平 B タイプ派生 淡陶

1072 B6 区被爆面
埋土

モザイク正方形 2.6 2.6 0.4

1073 B6 区埋土
（トレンチ）

4.3" × 4.3" 八角 10.9 10.9 0.9 表面被熱

1074 B7 区被爆面
埋土

3" × 3" 桃 7.6 7.6 1.0 佐治タイル

1075 B7 区被爆面
埋土

4.3" × 4.3" 八角 10.9 10.9 0.9

1076 B7 区被爆面
埋土

4.4" × 2.5" 白 6.3 11.1 0.9 日本タイル工
業

1077 B7 区攪乱土 4.3" × 2.4" 偽石 6.1 1.3

1078 B8 区被爆面
埋土

4.4" × 2.5" 白 6.2 11.1 1.0 当時のカタログには 4¼ × 2 ⅜と記載 日本タイル工
業
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番号 遺構名 種類 長さ 幅 厚さ 特徴等 推定産地等 生産年代

1079 B8 区被爆面

埋土

本業敷瓦 14.6 2.1 三角形、側面砂目 瀬戸 明治か

1080 B8 区攪乱土 本業敷瓦 15.4 15.3 2.0 表面被熱か 瀬戸 明治か

1081 B8 区攪乱土 本業敷瓦 15.2 15.4 1.9 モルタル貼り付け、下地に三和土 瀬戸 明治か

1082 B9 区被爆面

埋土

4.3" × 2.3" 白 6.2 1.0 側面斜めに加工、角タイルか 日本タイル工

業

1083 B10 区被爆面

埋土

モザイク正方形 2.6 2.6 0.4

1084 C1 区被爆面

埋土

6" × 6" レリーフ 15.4 15.4 1.1

（角1.2)

裏面にベンガラ「ヨ」、珉平 A3 タイプ 淡陶 明治 40 年前後

1085 C1 区被爆面

埋土

6" × 6" レリーフ 15.3 1.1 珉平 A3 タイプ 淡陶 明治 40 年前後

1086 C1 区被爆面

埋土

6" × 6" チューブ

ライニング

15.6 0.8 表図柄は佐治タイルカタログ第 9 版

No.2 い同じ

1087 C1 区被爆面

埋土

6" × 6" チューブ

ライニング

0.9 表図柄は佐治タイルカタログ第 9 版

No.2 い同じ、表面被熱による荒れ

1088 C1 区被爆面

埋土

6" × 6" チューブ

ライニング

15.5 15.5 0.9 表面著しく被熱、洗浄前は表面にカル

シウム状物質付着

大正末～昭和

1089 C1 区被爆面

埋土

6" × 6" チューブ

ライニング

15.5 0.9 表面著しく被熱し変色 大正末～昭和

1090 C1 区攪乱土 本業敷瓦 1.2 乾式成形、側面アルミナ付着 瀬戸か 明治か

1091 C2 区攪乱土 6" × 6" 白 0.9 珉平 D4 タイプ 淡陶 大正後半～ 

戦前

1092 C3 区 SK1 4.3" チューブライ

ニング

1.1「湯」の字、佐治タイルカタログ第 9 版

No.927

佐治タイル 昭和初め

1093 C3 区 SK1 本業敷瓦 15.3 1.7 型紙精密 瀬戸 明治か

1094 C3 区被爆面

埋土

本業敷瓦 15.2 15.2 1.7 表面ぼやける 瀬戸 明治か

1095 C3 区被爆面

埋土

本業敷瓦 15.3 1.9 裏面モルタル付着、下部切断によるサ

イズ調整

瀬戸 明治か

1096 C3 区 B 面

埋土

モザイク菱形 2.7 3.1 0.4

1097 C3 区攪乱土 モザイク菱形 2.7 3.1 0.4 表面わずかに湾曲する

1098 C3 区攪乱土 モザイク菱形 2.7 3.1 0.5

1099 C3 区攪乱土 6" × 6" 絵画 0.4 表面被熱により泡立つ、器厚非常に薄

い

佐治タイル 昭和か

1100 C4 区被爆面

埋土

本業敷瓦 15.3 15.4 1.9 裏面にモルタル・三和土付着 瀬戸 明治か

1101 C4 区被爆面

埋土

6" × 3" チューブ

ライニング

7.6 15.2 1.1 表面荒れ、珉平 B タイプ 淡陶

1102 C4 区被爆面

埋土

6" × 3" チューブ

ライニング

7.5 15.2 1.6 

(1.1)

笠木、佐治タイルカタログ第 9 版

No.26

佐治タイル

1103 C4 区被爆面

埋土

4.3" × 2.4" 偽石 6.1 11.1 0.7 表面被熱、スス付着、珉平 B タイプ派

生か

淡陶

1104 C5 区 SK1 4.3" × 2.4" 桃 6.2 11.0 1.0 表面被熱、表面カルシウム質付着 佐治タイル

1105 C5 区 SK1 4.3" × 2.4" 桃 6.2 1.0 表面カルシウム質付着 佐治タイル
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番号 遺構名 種類 長さ 幅 厚さ 特徴等 推定産地等 生産年代

1106 C5 区 SK3 6" × 6" 白 15.2 0.8 表面被熱、表面カルシウム質付着 東洋陶器

1107 C5 区 SK3 モザイク塊 モルタル貼り付け

1108 C5 区 SK5 本業敷瓦 15.4 15.4 2.0 瀬戸 明治か

1109 C5 区被爆面

埋土

6" × 6"

単彩レリーフ

15.2 15.4 1.4 湿式成形、裏面櫛目 7 条 淡陶 明治 40 年頃

1110 C5 区被爆面

埋土

6" × 6"

単彩レリーフ

15.3 15.3 1.4 湿式成形、裏面櫛目 7 条 淡陶 明治 40 年頃

1111 C5 区被爆面

埋土

モザイク正方形 2.6 2.6 0.4 磁器タイルか

1112 C5 区攪乱土 6" × 6" 白 1.0 日本タイル工

業

大正期か

1113 C5 区攪乱土 モザイク正方形 2.5 2.5 0.4

1114 C6 区 SK1 6" × 6" 白 15.1 15.1 1.1 日本タイル工

業

大正期か

1115 C6 区 SK1 6" × 6" 白 1.0 裏型反転 日本タイル工

業

大正期か

1116 C6 区 SK16 6" × 6" 白 15.2 0.9 ～

1.0

不二見焼合資

会社

1117 C6 区被爆面

埋土

本業敷瓦 15.3 15.2 1.3 乾式成形、側面アルミナ目跡、表面ぼ

やける、表面カルシウム質付着

YAMAKATSU

か

1118 C6 区被爆面

埋土

モザイク塊 モルタル貼り付け

1119 C6 区被爆面

埋土

モザイク玉石形 3.6 1.6 0.4

1120 C8 区攪乱土 本業敷瓦 14.9 1.9 三角形 瀬戸 明治か

1121 D3 区攪乱土 6" × 6" チューブ

ライニング

1.1 表面被熱、裏面モルタル付着 佐治タイル

第 9 表　土管観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値
番号 遺構名 種類 長さ 胴部外径 胴部内径 継手外径 継手内径 特徴等

1122 A1 区土管 1 薬引土管 66.3 15.5 11.0 20.0 16.9 塩釉か、内面リング状粘土痕跡、機械

成形か

1123 A2 区 SD2 薬引土管 71.2 37.3 30.3 （41.3） 47.2 継ぎ手刻印「荻」、全面釉薬、下水本管

1124 B1 区土管 1 薬引土管 18.5 7.8 5.8 10.5 8.4 L 型、全面釉薬

1125 B5 区土管 1 素焼土管 65.0 ～ 8.7 6.0 12.5 10.2 表面刷毛目、内面布目残る

1126 B5 区土管 4 素焼土管 69.7 17.0 14.0 21.7 18.6 表面刷毛目

1127 B6 区土管 3 素焼土管 70.7 12.0 10.2 17.0 13.8 表面刷毛目

1128 B6 区土管 5 素焼土管 43.7 9.8 7.6 11.3 9.6 備前か

1129 C2 区土管 1 素焼土管 74.0 15.5 11.5 20.5 17.0 表面刷毛目

1130 C2 区土管 1 素焼土管 76.0 13.2 10.5 18.8 15.5 表面刷毛目

1131 C4 区土管 1 薬引土管 63.3 18.5 15.8 24.0 21.0 塩釉か

1132 C4 区土管 2 薬引土管 66.5 16.1 12.4 20.9 17.3 全面釉薬

1133 C5 区土管 3 薬引土管 66.2 16.2 12.3 22.4 18.0 釉薬外面のみ

1134 C6 区土管 2 薬引土管 56.2 8.5 6.4 12.0 10.0 全面釉薬、底に砂溶着

1135 C7 区土管 3 薬引土管 59.7 11.9 9.4 15.5 12.9 全面釉薬、底に砂溶着

1136 D3 区 SD2 素焼土管 70.2 15.0 13.5 20.2 17.2 表面刷毛目
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第 10 表　その他出土物観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 種類 素材 長さ 幅 厚さ 特徴等 生産年代

1137 A3 区 SB1 東
床 B 面

歯ブラシ 樹脂 13.4 最大幅
0.9

0.35 鉄ネジ残存、「實用歯ブラシ」 近代

1138 A4 区 SK8 歯ブラシ 樹脂 14.9 最大幅
1.1

0.42 樹脂ネジ残存、「（完全消毒）アイデアル」 近代

1139 A8 区墓 103 硯 石 9.1 4.7 1.0 携帯用二連硯 近世後半

1140 A8 区墓 38 土人形 粘土 3.4 4.5 2.5 猿に岩、手びねり成形、猿を中心に墨残存

1141 B3 区 B 面
埋土

人形 硬質陶
器か

3.5 1.4 1.3 グリコのおまけノラクロ、背面「グリコ」、彩
色わずかに残る

昭和初頭

1142 B3 区被爆面
埋土

マンホール蓋 コンク
リート

径 41.3 2.7 ～
3.0

鉄筋入り 昭和初頭

1143 B4 区被爆面
埋土

三角定規 樹脂 6.8 0.15「ワダ」刻み 2 か所、被熱により変色・変形 昭和初頭

1144 B5 区墓１　
掘方

硯 石 12.0 7.6 2.3 裏面刻み「竹谷篤信」、墨残存 近代

1145 C2 区 SK7 不明石製品 石 22.8 最大幅
5.6

最大厚
2.1

砥石または縫い針製造機械の一部か、鉄錆・緑
青付着

近代

1146 C4 区 C 面
埋土

土人形 粘土 5.2 2.4 2.3 灯籠塔、白泥及び透明釉

1147 C4 区攪乱土 硯 石 13.4 7.7 1.9 表面墨擦りをよくするための刻み、裏面刻み「初
三　今中圭介」「二年　今中圭介」他、墨残存

昭和 10 年代

1148 C5 区 G 面
埋土

土人形 粘土 4.3 3.2 2.4 恵比寿 ～ 17c 後半

1149 C5 区 SK3 マンホール蓋 コンク
リート

径 48.2 2.5 鉄筋入り 昭和初頭

1150 C5 区 SK36 駒 骨 径 2.6 0.8 両面に同心円模様 近世

1151 C6 区堀 櫛 骨 4.8 2.3 0.3 両面に凹み多数 近世

1152 C6 区堀 櫛払い 骨 ＊ 6.4 ＊ 1.5 ＊ 5 近世

1153 C6 区堀 硯 粘土 6.3 2.0 裏面刻み「上々高田（石）」、黒色粘板岩 近世

1154 C6 区堀 土人形 粘土 4.7 3.3 大黒天

1155 C6 区堀 土人形 粘土 2.7 2.1 人物立像

1156 C6 区堀上層 土人形 粘土 3.1 1.3 千手観音

1157 C6 区堀上層 土人形 粘土 5.3 3.2 2.1 大黒天

1158 C6 区堀上層 土人形 粘土 3.3 俵馬

1159 C6 区堀上層 土人形 粘土 2.8 2.6 1.6 人物座像

1160 C8 区堀上層 硯 石 6.2 裏面刻み「高田石」、黒色粘板岩

1161 D3 区桝 歯ブラシ 樹脂 15.4 最大幅
1.1

「（〇に公）二七号品　108 工」、毛根元残存 昭和 15 ～ 20
年
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第 11 表　銭貨観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値
番号 遺構名 種類 材質 孔径 外径 特徴等

1162 A1 区 SK2 寛永通宝 銅 0.61 × 0.61 2.47 古寛永

1163 A3 区 SB1 東側床 B 面 一銭 青銅 2.30 桐一銭、昭和 8 年

1164 A3 区 SB1 西側 一銭 銅 2.80 竜一銭、明治 17 年

1165 A3 区 SK1 掘方 寛永通宝 銅 0.67 × 0.68 2.31 新寛永

1166 A3 区 SK2 一銭 青銅 2.30 桐一銭、昭和 10 年

1167 A4 区 SB1 地下室 寛永※宝 銅 0.64 × 2.26 1/4 欠損　

1168 A4 区 SB1 地下室 寛永通宝 銅 2.45 1/2 欠損、古寛永

1169 A4 区 SB1 地下室 光緒通宝 銅 0.58 × 0.57 2.40 清、光緒元年 1875 年初鋳、背文あり

1170 A4 区 SK1 十銭 白銅 径 0.45 2.21 大正 11 年

1171 A4 区 SK5 一銭 青銅 2.30 桐一銭、大正 9 年

1172 A4 区 SK5 一銭 青銅 桐一銭、昭和 2 年

1173 A4 区 SK5 一銭 青銅 2.30 桐一銭、大正？年

1174 A4 区 SK7 寛永通宝 銅 0.55 × 0.55 2.41 古寛永

1175 A4 区 SK10 十銭 白銅 径 0.45 2.22 大正 14 年

1176 A5 区墓 53 寛永通宝 銅 0.65 × 0.64 2.33 新寛永

1177 A5 区墓 101 寛永通宝 銅 0.67 × 0.67 2.41 新寛永

1178 A5 区墓 101 寛永通宝 銅 0.58 × 0.58 2.41 古寛永

1179 A5 区墓 101 寛永通宝 銅 0.64 × 0.63 2.31 新寛永

1180 A6 区墓 80 寛永通宝 銅 0.59 × 0.60 2.38 古寛永

1181 A6 区墓 80 寛永通宝 銅 0.61 × 0.60 2.46 古寛永

1182 A6 区墓 80 寛永通宝 銅 0.61 × 0.59 　 新寛永

1183 A6 区墓 80 寛永通宝 銅 0.59 × 0.60 2.38 新寛永

1184 A6 区墓 80 寛永通宝 銅 0.62 × 0.62 2.40 新寛永

1185 A6 区墓 80 寛永通宝 銅 0.65 × 0.68 2.47 新寛永

1186 A6 区墓 80 寛永通宝 銅 0.59 × 0.57 2.51 背文「文」新寛永

1187 A6 区墓 80 寛永通宝 銅 0.65 × 0.63 2.36

1188 A6 区墓 91 ※※※※ 銅 0.56 × 0.55 2.45 銭銘判読不能、寛永通宝か

1189 A6 区 C 面直上 寛永通宝 銅 0.6 × 0.6 2.53 背文「文」新寛永

1190 A8 区炉跡 寛永通宝 銅 0.65 × 0.65 2.84 四文銭、11 波、新寛永

1191 A8 区墓 2 寛永通宝 銅 0.56 × 0.57 2.53 背文「文」新寛永

1192 A8 区墓 9 寛永通宝 銅 0.61 × 0.61 2.30 新寛永

1193 A9 区 SK8 寛※通宝 銅 × 0.60 2.43 1/2 欠損

1194 A9 区 SK11 下層 寛永通宝 銅 0.58 × 0.57 2.51 新寛永

1195 A9 区被爆面炭上面 半銭 銅 2.22 明治 13 年

1196 B1 区 SW10 寛永通宝 銅 0.61 × 0.59 2.34 新寛永

1197 B1 区 SW10 半銭 銅 2.22 明治 13 年

1198 B1 区 SD2 寛永通宝 銅 0.66 × 0.69 2.18 新寛永

1199 B1 区 SK1 永楽通宝 銅 0.62 × 0.62 2.33 厚さ薄い (0.5 ｍｍ )、鐚銭か

1200 B1 区 SK1 寛永通宝 銅 0.61 × 0.63 2.42 新寛永

1201 B1 区 SK1 寛永通宝 銅 0.67 × 0.67 2.24 新寛永

1202 B1 区 B 面埋土 寛永通宝 銅 0.6 × 0.63 2.29 新寛永

1203 B1 区 B 面埋土 寛永通宝 銅 0.63 × 0.65 2.28 新寛永

1204 B1 区 B 面埋土 寛永通宝 銅 0.65 × 0.67 2.25 新寛永

1205 B1 区 B 面埋土 寛永通宝 銅 × 0.62 2.33 1/2 欠損　新寛永

1206 B2 区 SD1 寛永通宝 銅 0.58 × 0.6 2.38 新寛永
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番号 遺構名 種類 材質 孔径 外径 特徴等

1207 B2 区 SD1 区道路 B 面 一銭 青銅 2.30 桐一銭　大正 9 年

1208 B3 区 SK3 一銭 青銅 2.30 桐一銭　大正 9 年

1209 B3 区 SK3 一銭 青銅 2.30 桐一銭　大正 9 年

1210 B3 区 SK3 一銭 青銅 2.30 桐一銭　大正 10 年

1211 B3 区 SK3 一銭 青銅 2.30 桐一銭　大正 10 年か

1212 B4 区 SK1 元豊通宝 銅 0.65 × 0.64 2.35 真書体　北宋　元豊元年 1078 年初鋳

1213 B4 区 SK4 寛永通宝 銅 0.66 × 0.65 2.25 新寛永

1214 B4 区 SK6 寛永通宝 銅 0.60 × 0.61 2.40 新寛永

1215 B5 区 SD1 寛永通宝 銅 0.56 × 0.58 2.41 新寛永

1216 B5 区土管 2-6 間埋戻土 祥符通宝 銅 0.66 × 0.68 2.25 厚さ薄い　鐚銭か

1217 B5 区土管 4 寛永通宝 銅 0.69 × 0.69 2.76 ゆがみ有　四文銭　11 波　新寛永

1218 B6 区 SX1 上 雁首銭 銅 0.68 × 0.40 1.85 外縁径 1.85 ㎝× 1.68 ㎝

1219 B8 区 SK7 寛永通宝 銅 0.64 × 0.63 2.43 新寛永

1220 B10 区 P2 寛永通宝 銅 0.76 × 0.73 2.29 新寛永

1221 C1 区炭だまり 皇宋通宝 銅 0.63 × 0.62 2.40 真書体　

1222 C1 区 SW3・7 間 B 面埋土 寛永通宝 銅 0.66 × 0.65 2.45 新寛永

1223 C1 区 SW3・7 間 B 面埋土 寛永通宝 銅 0.65 × 0.64 2.30 新寛永

1224 C1 区 SW3・7 間 B 面埋土 寛永通宝 銅 0.63 × 0.62 2.29 背文「元」新寛永

1225 C1 区 SW3・7 間 B 面埋土 半銭 銅 2.19 明治 20 年

1226 C1 区 C 面埋土 寛永通宝 銅 0.63 × 0.61 2.41 新寛永

1227 C2 区 SD1 半銭 銅 2.23 発行年判読不能

1228 C2 区 SD1 寛永通宝 銅 0.56 × 0.56 2.46 鋳欠け・サビ付着

1229 C2 区被爆面 二銭 銅 2.78 明治 17 年

1230 C3 区 SK1 寛永通宝 銅 0.65 × 0.66 2.47 新寛永

1231 C3 区 SK2 一銭 青銅 2.30 桐一銭　大正 10 年

1232 C3 区 SK2 一銭か？ 青銅 2.89 銭銘及び発行年判読困難

1233 C3 区 SK2 寛永通宝 銅 0.51 × 0.53 2.43 古寛永

1234 C3 区 SK2 寛永通宝 銅 0.65 × 0.63 2.33 新寛永

1235 C3 区 SK3 寛永通宝 銅 0.59 × 0.59 2.40 新寛永

1236 C3 区 SK13 寛永通宝 銅 0.59 × 0.59 2.54 背文「文」新寛永

1237 C3 区土器だまり ※※※※ 銅 0.67 × 0.65 2.48 銭銘判読不能

1238 C3 区土器だまり ※※※※ 銅 0.65 × 0.67 2.41 銭銘判読不能

1239 C3 区土器だまり ※※通宝 銅 0.67 × 0.64 2.25 銭銘判読不能

1240 C3 区土器だまり 永楽通宝 銅 0.55 × 0.58 2.52

1241 C3 区土器だまり 寛永通宝 銅 0.54 × 0.55 2.32 新寛永

1242 C3 区土器だまり 寛永通宝 銅 0.47 × 0.51 2.32 新寛永

1243 C3 区土器だまり 寛永通宝 銅 0.55 × 0.56 2.45 古寛永

1244 C3 区桝 1 五銭か アルミ 1.91 表面大半欠損により銭銘及び発行年判読困難

1245 C4 区 SB2 下層 一銭 青銅 2.31 桐一銭　大正 11 年

1246 C4 区 SB2 北埋土 小型五銭 白銅 1.92 大正 12 年

1247 C4 区 SK18 寛永通宝 銅 0.52 × 0.51 2.46 古寛永か

1248 C4 区甕 2 寛永通宝 銅 0.58 × 0.57 2.43 古寛永

1249 C4 区甕 2 寛永通宝 銅 0.61 × 0.63 2.46 古寛永

1250 C4 区 F 面埋土 ※※通宝 銅 0.55 × 0.59 2.4 1/8 程度欠損

1251 C5 区 SK1 寛永通宝 銅 0.58 × 0.57 2.38 古寛永

1252 C5 区 SK28 ※※通宝 銅 0.62 × 0.62 2.51 外縁 1/8 欠損

1253 C5 区 SK32 ※※※※ 銅 0.50 × 0.51 2.34 銭銘判読不能
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番号 遺構名 種類 材質 孔径 外径 特徴等

1254 C5 区 SK35 寛永通宝 銅 0.65 × 0.65 2.28 背文「元」新寛永

1255 C5 区 SK36 寛永通宝 銅 0.56 × 0.56 2.32 古寛永

1256 C5 区 SK36 元豊通宝 銅 0.60 × 0.61 2.48 長崎貿易銭か　万治 2 年 1659 年

1257 C5 区 SK36 寛永通宝 銅 2/3 欠損　背文「文」新寛永

1258 C5 区 SK38 ※※※※ 銅 バラバラ

1259 C5 区 SK38 寛永通宝 銅 0.52 × 0.52 2.48 新寛永

1260 C5 区 SK38 寛永通宝 銅 × 0.51 2.44

1261 C5 区 SK38 寛※通宝 銅 0.49 × 2.54 背文「文」新寛永

1262 C5 区 SX1 寛永通宝 銅 0.58 × 0.57 2.52 背文「文」新寛永

1263 C5 区 SX5 一銭 アルミ 1.75 カラス一銭　昭和 14 年 B

1264 C5 区土管 3　掘方 寛永通宝 銅 0.56 × 0.57 2.45

1265 C5 区土管 3　掘方 寛永通宝 銅 0.54 × 0.52 2.56

1266 C5 区被爆面直上 一銭 青銅 2.31 桐一銭　発行年不明

1267 C6 区 SB2　下層 寛永通宝 銅 0.60 × 0.59 2.49 古寛永

1268 C6 区堀 寛永通宝 銅 0.60 × 0.62 2.42 新寛永

1269 C6 区堀　東端 天禧通宝 銅 0.65 × 0.66 2.35

1270 C6 区堀　上層 寛永通宝 銅 0.59 × 0.51 2.54 銭銘不明瞭

1271 C6 区堀　上層 寛永通宝 銅 0.66 × 0.68 2.29 新寛永

1272 C6 区 SK3 一銭 青銅 2.31 桐一銭　大正？年

1273 C6 区 SK3 一銭 黄銅 2.28 カラス一銭　昭和 13 年（発行年は判読不能）

1274 C6 区 SK13 一銭 青銅 2.31 桐一銭　大正 10 年

1275 C8 区 SK15 寛永通宝 銅 0.55 × 0.54 2.47 古寛永

1276 C8 区堀　上層 寛永通宝 銅 0.57 × 0.56 2.54 背文「文」新寛永

1277 C8 区堀　上層 寛永通宝 銅 0.63 × 0.64 2.39 新寛永

1278 C9 区　堀 寛永通宝 銅 0.55 × 0.57 2.51 新寛永

1279 C9 区　堀 寛永通宝 銅 0.63 × 0.64 2.47 新寛永

1280 C9 区堀　上層 寛永通宝 銅 0.64 × 0.62 2.42 新寛永

1281 C9 区井戸　掘方 寛永通宝 銅 0.57 × 0.56 2.43

1282 C9 区井戸　掘方 寛永通宝 銅 0.61 × 0.61 2.54 背文「文」新寛永

1283 C9 区井戸　掘方 寛永通宝 銅 0.58 × 0.59 2.47 新寛永

1284 C9 区 P1 寛永通宝 銅 0.60 × 0.60 2.43 新寛永

1285 D3 区 SD1 一銭 青銅 2.32 桐一銭　大正 10 年

1286 D3 区 SK1 半銭 銅 2.24 明治 8 年

1287 D3 区 SK9 ※※※※ 銅 0.63 × 0.63 2.41 銭銘判読不能

1288 D3 区 SK9 寛永通宝 銅 0.54 × 0.57 2.47 古寛永か

1289 D3 区 SK9 寛永通宝 銅 0.65 × 0.64 2.38 新寛永

1290 D3 区攪乱土 寛永通宝 銅 0.59 × 0.59 2.43 古寛永

1291 D3 区攪乱土 乾隆通宝 銅 0.52 × 0.54 2.22 清　乾隆元年 1736 年初鋳　背文あり

1292 D8 区 SK3 一銭 青銅 2.29 桐一銭　大正 13 年

1293 D8 区 SK3 一銭 青銅 2.31 桐一銭　昭和 7 年

1294 D8 区 SK3 一銭 青銅 2.31 桐一銭　昭和 11 年

1295 D8 区 SK3 一銭 銅 2.78 竜一銭　発行年判読不能

1296 D8 区 SK3 一銭 青銅 2.31 桐一銭　発行年判読不能

1297 D8 区 SK3 一銭 青銅 2.33 桐一銭　大正 11 年か

1298 D8 区 SK3 五銭 白銅 径 0.42 1.89 大正 11 年

1299 D8 区 SK3 十銭 白銅 径 0.45 2.20 大正 12 年

1300 D8 区 SK3 半銭 銅 2.21 明治 8 年
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第 12 表　金属製品観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 種類 長さ 幅 厚さ 特徴等

1301 A4 区 SB1 地下室 移植ごて 20.2 　柄部最大
幅 2.2

昭和初頭　

1302 A4 区 SB1 地下室 印刷原版 9.02 12.10 0.45 風邪薬ラベル、咳熱散、裏に固定釘あり

1303 A4 区 SB1 地下室 シガーケース 8.30 10.00 0.37 ベルリンオリンピック、右側面に蝶番

1304 A4 区 SK1 ガラス瓶 19.30 5.53 5.54 守山文化牛乳、意匠登録 180 C.C 入、未開封か

1305 A6 区墓 35 不明金具 0.75 0.82 0.74 側面に接合痕あり

1306 A6 区墓 45 煙管吸口 6.34 1.05 小口径 1.05 
1.06

接合痕あり

1307 A6 区墓 60 煙管吸口 8.64 1.14 小口径 1.04 
1.13

接合痕あり、一部木質遺存

1308 A9 区 SK4 記章 1.36 3.10 0.50「三忠」、型押し

1309 A9 区 SK4 鋏 35.90 4.48 2.65 金切り鋏か

1310 A9 区 SK10 簪 4.14 2.79 0.29 牡丹、型造りか、下部欠失　

1311 A9 区 SK11 下層 懐中時計枠 4.18 3.32 0.29

1312 A9 区 SK11 下層 懐中時計枠 3.51 3.34 0.32 型による鋳出し

1313 A9 区被爆面埋土 活字 4.68 0.99 0.82「臺北縣」、字間を横方向に削り取り

1314 A10 区 SW1　石上 煙管（延べ） 13.90 火皿径 0.96 
1.16

2.03 接合痕あり

1315 B1 区 SW4 簪 2.60 1.48 0.42 大内菱か、下部欠失

1316 B2 区 C 面埋土 懐中時計 5.08 4.24 0.75 GLORIOUS

1317 B3 区ポイント遺物 鍔 8.53 8.28 0.82 溶け激しい

1318 B5 区 C 面埋土 缶蓋 径 7.3 0.45 中心に扇の刻印、中央に日の丸があると考えられるが不
鮮明、明治後半～大正

1319 B6 区ポイント遺物 ホーロー碗 5.60 14.20 14.20 基本乳白色、口縁部は青、底部端に回転による線状痕と
擦痕あり

1320 B8 区 SD1 缶蓋 径 7.2 0.38 中心に扇に日の丸の刻印、明治後半～大正

1321 B8 区 SK3 缶蓋 径 7.2

1322 B9 区 B 面埋土 缶蓋 ( 径 5.8)

1323 B10 区 SK1 飾り金具獅子 5.55 2.43 3.70 香炉の一部分か

1324 B10 区 SK2 鑑札 3.08 4.18 0.12 家屋調査、一部に朱か

1325 C1 区 SK14 鋤先 32.4 刃部最大幅
12.5

1600 年前後か

1326 C1 区 F 面埋土 小柄 9.67 1.48 0.70 網目の上に猿か、内部に刀部素材残る

1327 C2 区被爆面埋土 バッジ 3.58 2.79 0.43 REGATTA、神戸商業大学端艇部、1937 年

1328 C3 区 SK10 小柄 9.09 1.59 0.80 接合痕あり

1329 C3 区土器だまり

(C3 区 SW3）

煙管（延べ ) 11.30 火皿径 1.47 

1.4

小口径 1.0 

3.4

接合痕あり、首部上部の凹みは灰を叩き落とした時にで

きたものか、下部に紐を通す穴あり

1330 C3 区土器だまり

(C3 区 SW3）

縁金具 3.80 6.30 0.07 縁は折り曲げ、左上の穴は固定用か

1331 C3 区土器だまり

(C3 区 SW3）

鎌 9.20 20.70 2.70 刃部は鉄板 3 枚を叩いて作ったか

1332 C4 区 SB3 簪か 3.09 3.12 0.3 表に型造りによるとみられる千鳥、格子、植物の葉の模

様あり　金箔一部残存　裏模様なし　
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番号 遺構名 種類 長さ 幅 厚さ 特徴等

1333 C4 区 SK17 煙管雁首 6.42 火皿径 1.59 

1.63

小口径 0.85 

1.63

接合痕あり

1334 C4 区 G 面埋土 小柄 9.70 1.53 0.65

1335 C4 区攪乱土 メダル 3.45 3.13 0.43「○政郷」、裏にピンの跡、上端鎖溶着か

1336 C5 区 SB1 レンチ 44.70 8.70 3.90 英国産か

1337 C5 区 SK16 がま口金具 4.48 12.57 0.52 金メッキ

1338 C5 区 SK16 がま口金具 3.60 9.20 0.45 金メッキ、右手の穴に別の金具あり

1339 C5 区 SK16 簪か 3.18 1.85 0.29 植物の葉、型造り

1340 C5 区 SK31 釣り針状製品 2.65 0.30 0.31 上部の湾曲は製造後のものか、針先の返しなし

1341 C6 区堀 煙管吸口 7.23 1.03 小口径 1.0 接合痕あり、一部木質遺存

1342 C6 区堀 煙管吸口 3.79 1.33 小口径 1.33 接合痕あり

1343 C6 区堀 笄 18.40 0.36 0.24

1344 C6 区堀 弾 1.26 1.34 1.26 型つくり

1345 C6 区堀 煙管雁首 7.00 火皿径 1.66 

1.65

3.50 火打付、補強体あり、首部上部に刻字あり、一部木質遺

存

1346 C6 区堀 不明金具 4.60 1.60 1.50 接合痕あり、煙管羅宇金具か

1347 C6 区堀上層 飾り金具 5.36 7.80 0.27 金属板 2 枚の鋲止め、金メッキ

1348 C6 区堀上層 煙管吸口 6.40 0.92 小口径 0.92 

0.92

接合痕あり

1349 C6 区堀上層 煙管雁首 6.10 火皿径 1.53 

1.53

2.38 接合痕あり、首部上部の凹みは灰を叩き落とした時にで

きたものか

1350 C6 区堀上層 小柄 8.62 1.46 0.54 接合痕あり　

1351 C6 区 SK3 缶蓋 径 5.8

1352 C6 区 SK8 引手金具 4.40 3.35 0.81 鳳凰、プレスによる成形、上下側面に孔あり

1353 C6 区攪乱土 薬缶 4.38 4.38 1.32 メンターム、富山薬品、裏は紙に情報を印刷し貼付、戦

後

1354 C7 区堀上層 煙管吸口 5.91 0.81 小口径 0.81 

0.82

接合痕あり

1355 C8 区堀 釘 5.50 2.20 0.60 L 字状

1356 C8 区堀上層 釘 24.10 2.00 1.30 頭部 L 字状か、先端曲がりあり

1357 C8 区 SK10 不明金属製品 0.92 6.09 0.49 上面に目盛あり、1 寸＝ 3.0 ㎝か

1358 C9 区堀 引手金具 5.41 3.33 1.03 上下側面に固定用の孔と小さなでっぱりあり、側面に板

の重ね痕跡あり

1359 C9 区堀上層 煙管雁首 5.39 火皿径 1.46 

1.46

小口径 1.46 

1.8

接合痕あり、首部上部の凹みは灰を叩き落とした時にで

きたものか、一部木質遺存、1360・1496（木製品・羅

宇）とセット、金メッキ

1360 C9 区堀上層 煙管吸口 6.19 0.83 小口径 0.81 

0.8

接合痕あり、一部木質遺存、1359・1496（木製品・羅

宇）とセット、金メッキ

1361 C9 区井戸 1 簪か 2.44 2.16 0.50 透かし千鳥、型造り、欠損部多い

1362 D3 区 SD1 不明金具 10.60 9.50 0.12 金メッキ

1363 D3 区 SK1 炭素棒 5.33 0.91 0.87 接合痕あり

1364 D3 区 SK1 炭素棒 5.65 0.78 0.76 接合痕あり

1365 D3 区 SK11 留め金具 4.33 3.84 2.30 釘部分は 2 つに分裂か
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第 13 表　木製品観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 種類 長さ 最大幅 最大厚 特徴等

1366 A5 区墓 3　下層 底板 径 20.3 1.3

1367 A5 区墓 3　下層 蓋桟木 ＊ 15.3 2.7 1.7 釘穴 2 ヶ所 ( うち 1 ヶ所に木質残存）

1368 A5 区墓 47 桶蓋 径 49.6 ＊ 19.0 1.9 1372 とセットか

1369 A5 区墓 47 桶底 ＊ 48.2 20.0 1.7 復元直径 49cm、1371 とセットか

1370 A5 区墓 47 箱側板 ＊ 48.7 ＊ 14.0 1.4

1371 A5 区墓 47 板 ＊ 64.4 12.0 1.6 外箱の底板に乗っていた板

1372 A5 区墓 47 内側木槨箱底 ＊ 32.5 ＊ 9.3 0.7

1373 A5 区墓 47 外箱木槨側板 ＊ 55.5 ＊ 10.0 ＊ 2.5 端部付近に溝状のくぼみあり

1374 A5 区墓 47 外箱木槨側板 ＊ 61.4 ＊ 12.3 ＊ 2.0

1375 A8 区 SD2　下層 竹筒（花立か） ＊ 37.7 17.4 底欠損、表面下部の一部を削り落としている

1376 A8 区 SD2　下層 刷毛 ＊ 11.5 ＊ 3.9 0.9 1 枚の材を途中まで割り毛を挟む

1377 A8 区 SD2　下層 加工木片 径 4.0 1.1 丸く加工した木片

1378 A8 区 SD2　下層 胴木 ＊ 43.1 31.9 8.4 調査区内部分のみ切断し持ち帰る、マツ属複維管束亜属

1379 A8 区 SD2　下層 胴木 ＊ 31.4 28.6 10.2 調査区内部分のみ切断し持ち帰る、抉り入れあり、マツ

属複維管束亜属

1380 A8 区 SD2　下層 胴木 511.0 31.0 25.5 ホゾ穴複数、鉄くぎ内包、建材の二次利用か、モミ属

1381 A8 区 SD2　裏込 漆器片 ＊ 3.7 ＊ 8.9 ＊ 0.8 漆器の底部か、片面黒漆塗りに赤漆で模様あり

1382 A8 区 SD2　裏込 漆器片 ＊ 3.7 ＊ 12.9 ＊ 0.9 漆器の底部か、片面黒漆塗りに赤漆で模様あり、赤漆上

に 3 ヶ所金が残存

1383 A8 区墓 64 桶蓋 39.4 9.2 2.3 復元直径 53cm、釘穴 1 か所 ( 金属残存）、側面に板材

接合用の釘穴 2 ヶ所

1384 A8 区墓 64 桶底 49.4 22.1 1.5 桟木痕跡あり、釘穴 1 ヶ所、両側面に板材接合用の釘

穴 2 ヶ所ずつあり ( 竹釘残存）、1388 と接合

1385 A8 区墓 64 桶底 38.6 9.5 1.4 釘穴 1 ヶ所　側面に板材接合用の釘穴 2 ヶ所 ( ほぼ原形

を残した竹釘残存）、1387 と接合

1386 A8 区墓 64 桟木（蓋） 50.6 3.2 1.3 釘穴 3 ヶ所 ( いずれも金属残存 )、1386 の釘穴と一致

1387 A8 区墓 64 桟木（底） 49.0 4.1 0.9 釘穴 4 ヶ所 ( うち 3 ヶ所金属残存）、1387 の釘穴と一

致

1388 A8 区墓 64 側板 ＊ 6.0 ＊ 5.9 ＊ 0.4 幅 5 ｍｍの浅い溝状のくぼみ 2 条あり、箍痕か

1389 A8 区墓 64 側板 ＊ 5.7 ＊ 7.7 ＊ 0.5 幅 5 ～ 10 ｍｍの浅い溝状のくぼみ 1 条あり、箍痕か

1390 A8 区墓 64 側板 ＊ 14.2 ＊ 7.0 0.6

1391 A8 区墓 93 桶底 径 49.0 1.4 3 枚の板で構成、内 1 枚に工具による削り痕あり

1392 A8 区墓 100 携帯仏・厨子

入れ

長径 2.9 

短径 2.2

4.7 全面黒漆塗り

1393 A8 区墓 100 携帯仏（念持

仏）・厨子

高さ 3.8 2.1 奥行 1.6 厨子内に如来坐像 ( 薬師如来か )、如来像の表面に部分

的に緑青と金が見られる

1394 A8 区墓 102 桶桟木 56 2.5 1.0 釘穴 2 ヶ所

1395 A8 区墓 102 桶桟木 46.7 2.5 1.5 釘穴 3 ヶ所　炭化物付着

1396 A8 区墓 103 桶蓋 径 54.3 0.5 墨書あり、取り上げ時「井ノ久」確認、その後不明瞭に、

釘穴確実なものが 4 ヶ所、墨書面には板材の接合用の

木釘が１ヶ所確認できる
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番号 遺構名 種類 長さ 最大幅 最大厚 特徴等

1397 A8 区墓 103 桶底 径 49.2 3.3 桟木は釘 4 か所で固定

1398 A8 区墓 103 側板 ＊ 30.0 ＊ 10.0 ＊ 0.8

1399 A8 区墓 104 側板 ＊ 7.1 ＊ 18.6 0.5 浅い溝状のくぼみ複数あり、箍痕か

1400 A8 区墓 112 桶蓋 径 57.5 0.5 釘穴 6 か所 ( うち 1 ヶ所金属残存）

1401 A8 区墓 112 桶底 径 50.0 2.1 桶板を貫通する釘穴 3 ヶ所 ( うち 1 ヶ所に金属残存 )、

底板接合用の釘穴 3 ヶ所 ( うち 2 ヶ所に木質残存 )、表

面に工具による加工痕あり

1402 A8 区墓 112 桶蓋 ＊ 48.0 2.0 復元直径 49cm　桶板接合用の釘穴 2 ヶ所　釘穴内に木

質残存

1403 A8 区墓 112 側板 ＊ 35.5 ＊ 20.5 0.6 箍痕と思われる圧痕あり、箍痕か

1404 A8 区墓 130 桟木 54 3.5 2.1 釘穴 6 か所 ( うち３ヶ所金属残存）

1405 A8 区墓 133 側板 ＊ 40.7 ＊ 12.5 0.9 箍痕あり、箍痕に沿って鉄錆付着

1406 A8 区墓 146 数珠 1.3 0.3

1407 A8 区墓 146 数珠 1.3 0.5

1408 A8 区墓 146 数珠 1.4 0.6

1409 A8 区墓 146 桶蓋 ＊ 56.2 ＊ 25.8 0.6 復元直径 57cm、判読不能墨書あり、釘穴 1 ヶ所、側面

に板材接合用の釘穴 2 ヶ所 ( 金属残存）

1410 A8 区墓 168 側板 ＊ 26.5 ＊ 12.7 1.5 側面に接合用の釘穴 3 ヶ所 ( うち 2 ヶ所に木質残存、片

面に炭片多数付着

1411 A8 区墓 168 桶底 径 48.8 1.8 4 枚の桶板を接合する 6 ヶ所の釘穴に木釘痕残存 ( うち

2 ヶ所の木釘はほぼ原形を留める )、ほかに桶板の表面

に釘穴 7 ヶ所あり

1412 A8 区墓 199 桶蓋か桶底 ＊ 41.2 ＊ 15.9 1.5 板 2 枚で構成

1413 C6 区堀 陶胎漆器 (16.0) ＊ 7.2 外面 : 黒漆、金で抱き茗荷紋

1414 C6 区堀 箸 18 0.6 0.6 箸頭側欠損

1415 C6 区堀 へら 28.2 4.7 刃部 0.3 

柄部 0.2

片刃

1416 C6 区堀 へら 22.1 3.0 刃部 0.5 

柄部 0.55

片刃

1417 C6 区堀 漆器蓋 口径 10.2 ＊器高 3.0 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆

1418 C6 区堀 漆器椀 口径 11.6 ＊器高 4.0 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆、金で丸に一本矢

1419 C6 区堀 漆器椀 径 10.0 ＊ 3.6 赤漆塗り、外面に黒漆の草花文か

1420 C6 区堀 下駄 21.5 ＊ 5.1 4.1 連歯下駄　

1421 C6 区堀 下駄 23.0 9.0 3.0 差歯下駄、前歯の一部残存

1422 C6 区堀 下駄 ＊ 16.0 9.3 3.6 連歯下駄

1423 C6 区堀 下駄 21.4 8.0 2.3 差歯下駄、前歯の一部残存

1424 C6 区堀　下層 箸 19.7 0.7 0.5

1425 C6 区堀　下層 箸 19.9 0.8 0.5

1426 C6 区堀　下層 箸 23.4 0.8 0.5

1427 C6 区堀　下層 箸 ＊ 8.4 ＊ 0.5 ＊ 0.5 赤漆

1428 C6 区堀　下層 へら ＊ 21.2 3.3 刃部 0.9 

柄部 0.7

内面 : 赤漆、外面：暗赤漆

1429 C6 区堀　下層 漆器 口径 12.0 ＊器高 2.4 全面赤漆
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番号 遺構名 種類 長さ 最大幅 最大厚 特徴等

1430 C6 区堀　下層 漆器蓋 口径 11.0 器高 2.6

1431 C6 区堀　下層 漆器蓋 口径 8.0 器高 2.1 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆、唐草模様あり ( 金が剥離か）

1432 C6 区堀　下層 漆器椀 ＊口径 12.2 

底径 5.8

＊器高 4.4 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆

1433 C6 区堀　下層 漆器椀 口径 10.4 ＊器高 3.0 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆　赤漆で紋様あり

1434 C6 区堀　下層 漆器椀 底径 4.7 ＊器高 2.0 全面赤漆

1435 C6 区堀　下層 漆器椀 口径 10.2 

底径 5.4

器高 3.0 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆、高台内 : 黒漆に赤漆で〇 3 ヶ

所

1436 C6 区堀　下層 漆器皿 (18.8) ＊ 1.9 全面赤漆

1437 C6 区堀　下層 漆器脚 4.3 6.0 1.6 接合部を除き黒褐色漆

1438 C6 区堀　下層 鍋敷か 12.4 1.6

1439 C6 区堀　下層 刳り物 20.9 7.3 4.5

1440 C6 区堀　下層 桶板材 45.4 9.6 1.6 把手接合部

1441 C6 区堀　下層 加工材 6.8 5.1 2.6 上面に針穴状の穴 3 ヶ所あり

1442 C6 区堀　下層 栓 12.0 2.0 全面黒漆

1443 C6 区堀　下層 曲げ物蓋 ＊径 12.7 ＊ 7.1 1.5 復元直径 14cm

1444 C6 区堀　下層 曲げ物蓋 ＊径 15.2 ＊ 7.3 0.6 復元直径 16cm、全面黒漆塗り

1445 C6 区堀　下層 曲げ物蓋 径 17.6 ＊ 10.7 0.5 全面黒褐色、外縁部のみ黒漆を重ね塗り

1446 C6 区堀　下層 曲げ物蓋 ＊ 22.8 ＊ 8.4 1.0 復元直径 28cm

1447 C6 区堀　下層 曲げ物蓋 ＊ 28.2 ＊ 15.9 0.3 復元直径 30cm、持ち手痕 2 列あり　持ち手痕に釘穴

５ヶ所　

1448 C6 区堀　下層 曲げ物蓋か底 ＊長軸 10.2 

＊短軸 9.3

1.4

1449 C6 区堀　下層 曲げ物蓋か底 ＊長軸 14.9 

＊短軸 14.7

1.2

1450 C6 区堀　下層 桃種子 2.7 1.9 1.3

1451 C6 区堀　下層 下駄 16.5 7.3 ＊ 0.4 差歯下駄

1452 C6 区堀　下層 下駄 17.2 7.2 1.8 歯を打ち付けた釘が 4 ヶ所残存

1453 C6 区堀　下層 下駄 ＊ 17.9 ＊ 4.3 ＊ 1.7 連歯下駄　

1454 C6 区堀　下層 下駄 ＊ 21.0 ＊ 3.4 ＊ 3.1 差歯下駄

1455 C6 区堀　下層 下駄 21.3 9.9 5.7 差歯下駄

1456 C6 区堀　下層 下駄 ＊ 19.5 ＊ 6.6 ＊ 2.9 連歯下駄　

1457 C6 区堀　下層 下駄 ＊ 6.6 ＊ 8.8 ＊ 3.0 連歯下駄、歯部分のみ

1458 C6 区堀　下層 下駄 ＊ 10.2 ＊ 8.5 ＊ 2.2 連歯下駄　

1459 C6 区堀　下層 下駄 19.4 9.6 3.2 連歯下駄　

1460 C7 区堀 箸 20.4 0.6 0.5

1461 C7 区堀 箸 19.8 0.6 0.6

1462 C7 区堀 箸 21.8 0.6 0.6

1463 C7 区堀 へら 22.0 ＊ 2.9 刃部 0.4 

柄部 0.45

片刃

1464 C7 区堀 匙 ＊ 11.7 ＊ 4.2 ＊ 1.3 全面黒褐色漆

1465 C7 区堀 漆器蓋 口径 11.2 器高 2.3 全面赤漆、口縁端部のみ黒漆で縁取り
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番号 遺構名 種類 長さ 最大幅 最大厚 特徴等

1466 C7 区堀 漆器椀 口径 10.8 ＊器高 3.3 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆、赤漆で〇の紋様

1467 C7 区堀 不明漆器 10.2 2.9 1.4 2 面が黒漆、表裏に溝、側面に釘穴 4 ヶ所あり

1468 C7 区堀 蓋 ＊ 9.7 ＊ 5.9 ＊ 0.6 3 ㎜角の穴に逆 U 字状金具あり

1469 C7 区堀 栓 10.5 径 3.2 表面焼き加工

1470 C7 区堀 刷毛 ＊ 6.3 ＊ 4.9 ＊ 0.4 毛の綴じ穴 3 ヶ所あり

1471 C7 区堀 曲げ物蓋 16.2 ＊ 7.7 ＊ 1.8 接合用の釘穴 2 ヶ所 ( うち 1 ヶ所に木質残存）

1472 C7 区堀 下駄 ＊ 7.6 ＊ 7.3 歯 6.2 

板 1.5

差歯下駄

1473 C8 区堀 箸 20.5 0.6 0.6 箸頭・箸先欠損

1474 C8 区堀 箸 20.2 0.6 0.5 箸先欠損

1475 C8 区堀 箸 20.6 0.7 0.5

1476 C8 区堀 箸 19.6 0.6 0.5

1477 C8 区堀 箸 21.7 0.6 0.5

1478 C8 区堀 箸 21.8 0.6 0.5

1479 C8 区堀 箸 21.6 0.7 0.5

1480 C8 区堀 箸 21.7 0.6 0.6

1481 C8 区堀 箸 21.4 0.7 0.6

1482 C8 区堀 箸 21.2 0.6 0.6

1483 C8 区堀 杓文字 ＊ 25.9 ＊ 4.5 ＊ 0.9

1484 C8 区堀 漆器椀 ＊口径 13.0 

底径 6.2"

＊器高 5.5 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆

1485 C8 区堀 漆器椀 ＊口径 10.0 

底径 4.2

＊器高 3.6 内面 : 赤漆、外面 : 黒漆

1486 C8 区堀 札 17.5 3.3 0.6 表裏両面に墨書あり

1487 C8 区堀 板 48.1 28.4 1.4 釘穴 2 か所 ( 金属残存）

1488 C8 区堀 曲げ物蓋 (30.0) 内容物とみられる付着物あり、側面に板材接合用の釘穴

3 ヶ所

1489 C8 区堀 下駄 20 7.9 歯 2.4 

板 1.1

連歯下駄　

1490 C8 区堀 下駄 24.5 ＊ 7.1 ＊ 3.3 連歯下駄　

1491 C9 区堀 箸 27.1 0.7 0.5

1492 C9 区堀 箸 22.8 0.6 0.5

1493 C9 区堀 箸 21.1 0.7 0.6

1494 C9 区堀 下駄 21.5 8.2 歯 4.3 

板 1.2

連歯下駄　

1495 C9 区堀 下駄 ＊ 18.5 7.5 1.3 差歯下駄

1496 C9 区堀　上層 煙管羅宇 ＊ 13.8 径 0.7 竹製、両端欠損、1359・1360 とセット



─　223　─

第 35 図　陶磁器実測図（1）
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第 36 図　陶磁器実測図（2）
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第 37 図　陶磁器実測図（3）
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第 38 図　陶磁器実測図（4）
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第 39 図　陶磁器実測図（5）
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第 40 図　陶磁器実測図（6）
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第 41 図　陶磁器実測図（7）

0 5 10 cm

（114以外　S=1/3）

97 98

99
100

101

102 103

104

105

106 107

108

109

110

111

112

113

114
0 5 10cm

（114　S=1/4）



─　230　─

第 42 図　陶磁器実測図（8）
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第 43 図　陶磁器実測図（9）
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第 44 図　陶磁器実測図（10）
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第 45 図　陶磁器実測図（11）
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第 46 図　陶磁器実測図（12）
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第 47 図　陶磁器実測図（13）
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第 48 図　陶磁器実測図（14）

0 5 10 cm

（212以外　S=1/3）

192

0 5 10cm

（212　S=1/4）

193 194

195
196

197

198

199

200

201
202

203

204

205

206

207

208

210

211

212

213

209



─　237　─

第 49 図　陶磁器実測図（15）
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第 50 図　陶磁器実測図（16）
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第 51 図　陶磁器実測図（17）
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第 52 図　陶磁器実測図（18）
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第 53 図　陶磁器実測図（19）
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第 54 図　陶磁器実測図（20）
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第 55 図　陶磁器実測図（21）
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第 56 図　陶磁器実測図（22）
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第 57 図　陶磁器実測図（23）
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第 58 図　陶磁器実測図（24）
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第 59 図　陶磁器実測図（25）
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第 60 図　陶磁器実測図（26）
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第 61 図　陶磁器実測図（27）
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第 62 図　陶磁器実測図（28）

436

   444 

0 5 10 cm

（438・445・446以外　S=1/3）

0 5 10cm

（438　S=1/4）

437

438

439

440　441

442

443

449

445

446

0 1  20cm

（445・446　S=1/6）

0



─　251　─

第 63 図　陶磁器実測図（29）
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第 64 図　陶磁器実測図（30）
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第 65 図　陶磁器実測図（31）
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第 66 図　陶磁器実測図（32）
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第 67 図　陶磁器実測図（33）
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第 68 図　陶磁器実測図（34）

509 510

511 512

513 514

515

0 5 10 cm

（S=1/3）

516

517 518

519 520

521

522

523

524

525

526

527528

529



─　257　─

第 69 図　陶磁器実測図（35）
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第 70 図　陶磁器実測図（36）
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第 71 図　陶磁器実測図（37）
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第 72 図　陶磁器実測図（38）
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第 73 図　陶磁器実測図（39）
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第 74 図　陶磁器実測図（40）
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第 75 図　陶磁器実測図（41）
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第 76 図　陶磁器実測図（42）
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第 77 図　陶磁器実測図（43）
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第 78 図　陶磁器実測図（44）
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第 79 図　陶磁器実測図（45）
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第 80 図　陶磁器実測図（46）
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第 81 図　陶磁器実測図（47）
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第 82 図　陶磁器実測図（48）
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第 83 図　陶磁器実測図（49）
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第 84 図　陶磁器実測図（50）
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第 85 図　陶磁器実測図（51）
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第 86 図　陶磁器実測図（52）
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第 87 図　陶磁器実測図（53）
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第 88 図　陶磁器実測図（54）
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第 89 図　土師質・瓦質土器実測図（1）
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第 90 図　土師質・瓦質土器実測図（2）
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第 91 図　土師質・瓦質土器実測図（3）
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第 92 図　土師質・瓦質土器実測図（4）
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第 93 図　土師質・瓦質土器実測図（5）
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第 94 図　土師質・瓦質土器実測図（6）
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第 95 図　土師質・瓦質土器実測図（7）
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第 96 図　土師質・瓦質土器実測図（8）
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第 97 図　土師質・瓦質土器実測図（9）
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第 98 図　土師質・瓦質土器実測図（10）
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第 99 図　土師質・瓦質土器実測図（11）
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第 100 図　土師質・瓦質土器実測図（12）
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第 101 図　ガラス製品実測図（1）
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第 102 図　ガラス製品実測図（2）
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第 103 図　瓦実測図（1）
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第 104 図　瓦実測図（2）
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第 105 図　瓦実測図（3）
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第 106 図　瓦実測図（4）
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第 107 図　瓦実測図（5）
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第 108 図　その他瓦刻印集
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第 109 図　煉瓦実測図（1）
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第 110 図　煉瓦実測図（2）
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第 111 図　煉瓦実測図（3）
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第 112 図　煉瓦実測図（4）
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第 113 図　煉瓦実測図（5）・タイル実測図（1）
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第 114 図　タイル実測図（2）
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第 115 図　タイル実測図（3）
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第 116 図　タイル実測図（4）
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第 117 図　タイル実測図（5）
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第 118 図　土管実測図（1）
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第 119 図　土管実測図（2）・その他出土物実測図（1）
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第 120 図　その他出土物実測図（2）
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第 121 図　その他出土物実測図（3）・銭貨拓本（1）
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第 122 図　銭貨拓本（2）
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第 123 図　銭貨拓本（3）
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第 124 図　銭貨拓本（4）
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第 125 図　銭貨拓本（5）
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第 126 図　銭貨拓本（6）
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第 127 図　銭貨拓本（7）
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第 128 図　銭貨拓本（8）
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第 129 図　銭貨拓本（9）・金属製品実測図（1）
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第 130 図　金属製品実測図（2）
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第 131 図　金属製品実測図（3）
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第 132 図　金属製品実測図（4）
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第 133 図　木製品実測図（1）
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第 134 図　木製品実測図（2）
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第 135 図　木製品実測図（3）

1384外面

1384内面

1383

外面

内面

0 1  20cm

（1383～1390・1394　S=1/6）

0

0 5cm

（1392・1393　S=1/2）

1387

1385内面

1385外面

1386

1388 1389

1390

1392

1393

1394



─　324　─

第 136 図　木製品実測図（4）
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第 137 図　木製品実測図（5）
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第 138 図　木製品実測図（6）
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第 139 図　木製品実測図（7）
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第 140 図　木製品実測図（8）
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第 141 図　木製品実測図（9）
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第 142 図　木製品実測図（10）
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第 143 図　木製品実測図（11）
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第 14 表　石造物等観察表

記載面について…面 1 ＝正面、面２＝右側面、面 3 ＝背面、面４＝左側面

番号 遺構名 種類 記載面 記載内容 備考

石 1 A5 区墓 4 墓石 面 1 墓基礎転用、石 8 と接合　

面 2 明治七年六月十日没

面 3

面 4 　　　　　　

石 2 A5 区墓 4 墓石 面 1 釋 

陽ｶ道信士 

春山恵月信士 

※室善香大姉

墓基礎転用

面 2 若山丈右衛門貞一 

若山与平一徳

面 3 全面コンクリ付着

面 4 嘉永七甲寅正月十七日 

若山慎蔵一通 

妻

石 3 A5 区墓 4 墓石 面 1 釋暁夢童子 墓基礎転用

面 2 寛政三辛亥年

面 3 七月十八日

面 4 全面コンクリ付着

石 4 A5 区墓 5 墓石 面 1 釈妙授信女

面 2 文政五壬牛二月三日

面 3 やす

面 4

石 5 A5 区攪乱土 墓石 面 1 明治十年 

二月※日

面 2

面 3

面 4

石 6 A5 区埋土 墓石（空風輪） 面 1

面 2

面 3

面 4

石 7 A6 区墓 6 墓石（花入） 面 1

面 2

面 3

面 4

石 8 A6 区墓 8 墓石 面 1 丸山粂五郎墓 石 1 と接合

面 2 明治七年六月十日没

面 3

面 4

石 9 A6 区墓 8 墓石 面 1 丸山氏 面 1 コンクリ付着、2 片に

割れる、面 2

面 3 明治三年庚午四月八日没

面 4 妙？
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番号 遺構名 種類 記載面 記載内容 備考

石 10 A6 区埋土 墓石 面 1 興愍清演居士

面 2 寛文十庚戌年 

釈妙清信女 

七月二十五

面 3 明和二乙酉年 

四月十一日

面 4

石 11 A6 区埋土 墓石 面 1 （十）三天 

貞大姉霊位 

廿八日

面 2

面 3

面 4

石 12 A6 区埋土 墓石 面 1 寳山明珠居士

面 2 享保三年 

真月※※信女 

二月六日

面 3 寛政三辛亥年 

十二月三日

面 4

石 13 A7 区墓 1 墓石 面 1 凉童女

面 2 （元）丑五月五日

面 3 彦ｶ兵衛

面 4

石 14 A8 区墓 13 墓石 面 1 盛夏榮樹信士 墓基礎転用

面 2 築島松之助治義墓

面 3 明治六癸酉年七月八日

面 4

石 15 A8 区墓 34 墓石 面 1 仐　清次郎墓 墓基礎転用

面 2 文政九丙戌

面 3 十月十四日

面 4

石 16 A8 区墓 82 墓石 面 1 南無阿弥陀佛 風化著しい

面 2

面 3

面 4

石 17 A8 区 SD1 墓石 面 1 合塔

面 2 嘉永二酉十二月十三（日）

面 3 石内屋

面 4

石 18 A8 区 SD1 墓石 面 1 釈智※

面 2 天明三卯

面 3 六月十

面 4

石 19 A8 区 SD1 墓石 面 1 釈露秋童女

面 2 天明八申八月二

面 3

面 4 ※※　　　里つ
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番号 遺構名 種類 記載面 記載内容 備考

石 20 B6 区 SX1 境界石 面 1 加藤所有地

面 2

面 3

面 4

石 21 B8 区 SK10 墓石 面 1 童女

面 2 月廿二日

面 3 さと

面 4

石 22 B8 区炉跡 1 墓石 面 1 釋道圓信士 

善念童子※ 

釋妙恵信女

粗い花崗岩のため風化著し

い　　　　　　　

面 2 元禄三壬申大五月七日

面 3 文政九丙戌七月二日 

（嘉）永七甲寅二月十六（日）

面 4

石 23 B8 区炉跡 1 墓石 面 1 釈秋善童女 墓基礎転用

面 2 享保十四酉

面 3 九月十九日

面 4

石 24 C5 区 SK28 墓石（花立） 面 1 下田氏　内 

田邊氏　内

面 2

面 3

面 4

石 25 C5 区 SW4 墓石 面 1 院釈寳現信士 

（院）釈速證信士 

釈諦道信士 

（釈）稱誉信女

石垣転用

面 2 （享）和元酉年七月二日 

田淵代四郎墓

面 3 癸巳年九月八日 

（田）淵良平墓

面 4 年丁未九月六日 

（元）辛酉年七月十九日

石 26 C5・6 区埋土 墓石 面 1 （梵字ア） 

如幻孩子 

文化四丁卯十月廿日

面 2

面 3

面 4

石 27 C6 区 SW4 境界石 面 1 （松）浦所有地

面 2

面 3

面 4

石 28 C6 区調査区際壁面 墓石 面 1 （南無阿弥）陀佛 

安ｶ永一※ 

法誉妙永梓※ 

十二月一日

拓本のみ

面 2
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番号 遺構名 種類 記載面 記載内容 備考

石 28 C6 区調査区際壁面 墓石 面 3

面 4

石 29 C7 区 C 埋土 手水石

　

面 1

面 2

面 3

面 4

石 30 C6-8 区埋土 墓石 面 1 元禄四辛未年 

※秋圓童子具 

八月三日

面 2

面 3

面 4

石 31 C6-8 区埋土 墓石 面 1 面 1 はつりにより不明

面 2 宝永二酉七月廿六日

面 3 嘉永元戌申五月廿日

面 4

石 32 D8 区防空壕 墓石（線香立） 面 1

面 2

面 3

面 4

石 33 西側調査区埋土 墓石（花立） 面 1 杦田屋

面 2

面 3

面 4

石 34 西側調査区埋土 墓石（花立） 面 1 三上正剛拝具 右側花立

面 2

面 3

面 4

石 35 西側調査区埋土 花立か 面 1 妙意 

（天）神丁 

丈※郎

面 2

面 3

面 4

石 36 西側調査区埋土 墓石（花立・

水鉢）

面 1 家紋 家紋：三本並び矢紋

面 2

面 3

面 4

石 37 西側調査区埋土 墓石（水鉢） 面 1 家紋 家紋：釘抜紋

面 2

面 3

面 4

石 38 西側調査区埋土 墓石 面 1 慈幻童女 

仁厚童女

面 2 文化十酉年

面 3 十二月九日

面 4 嘉永七甲寅歳九月廿八日
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番号 遺構名 種類 記載面 記載内容 備考

石 39 西側調査区埋土 墓石 面 1 釈道西信士

面 2 天明四年 

辰四月十九日

面 3 道具や勘三郎

面 4

石 40 西側調査区埋土 墓石 面 1 釋智寂童子

面 2 文化十一甲戌 

七月初六日

面 3 三原

面 4

石 41 西側調査区埋土 墓石 面 1 釈妙貞信女

面 2 宝暦三酉天

面 3 十二月四日

面 4

石 42 西側調査区埋土 墓石 面 1 釋玄道信士

面 2 寛政十二庚申正月八日

面 3 木引屋右衛門墓

面 4

石 43 西側調査区埋土 墓石 面 1 釋智寂童子

面 2 安政五午年十二月十九日

面 3 藤田氏

面 4

石 44 西側調査区埋土 墓石 面 1 釋諦玄信士

面 2 文化四卯天四月廿二日

面 3 ふじながや

面 4

石 45 西側調査区埋土 墓石 面 1 釋不染信士

面 2 文久三年亥六月廿八日

面 3 くまのや染助

面 4

石 46 西側調査区埋土 墓石 面 1 釈妙嬰孩 

妙種孩女

面 2 文化十一戌九月廿四日

面 3 文久二戌十一月十二日

面 4

石 47 西側調査区埋土 墓石 面 1 釋智光童子

面 2 三原屋豊次郎墓

面 3 文化五戌辰 

十一月廿一日

面 4

石 48 西側調査区埋土 墓石 面 1 釋眞月信士

面 2 文化五戌辰

面 3 五月廿三日 

㐂多氏

面 4

石 49 西側調査区埋土 墓石 面 1 釈秋光童（子）

面 2 寛政三亥天
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番号 遺構名 種類 記載面 記載内容 備考

石 49 西側調査区埋土 墓石 面 3 七月二十七日

面 4

石 50 西側調査区埋土 墓石 面 1 翠容童女 面 2 被熱

面 2 安永五丙申 

四月十四日

面 3 成田嘉久馬※娘 

萬代墓

面 4

石 51 西側調査区埋土 墓石 面 1 光童子 表面被熱

面 2 （寛）政元己酉閏六月廿八日

面 3 直次ｶ郎

面 4

石 52 西側調査区埋土 墓石 面 1 はつりにより不明

面 2 安永三申午

面 3 文政九丙戌 

嘉永五壬

面 4

石 53 西側調査区埋土 墓石 面 1 （家紋）釈智玄童子 家紋：結び木瓜形

面 2 天明二壬寅天

面 3 十一月二十四日

面 4

石 54 西側調査区埋土 墓石 面 1 享保十八※※ 

釈教順信士 

五月十八日

                     

面 2

面 3

面 4

石 55 西側調査区埋土 墓石（水鉢） 面 1 児玉道真 

杉原忠蔵 

河野好房

面 2

面 3

面 4

石 56 西側調査区埋土 墓石（花立） 面 1 尾上氏 

榎本氏 

相庭氏

左側

面 2

面 3

面 4

石 57 西側調査区埋土 墓石（花立） 面 1 釈※

面 2 本※や

面 3 延享四ｶ 

正（月）

面 4

石 58 西側調査区埋土 墓石 面 1 欠損

面 2 宝永二乙酉八月廿

面 3

面 4
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番号 遺構名 種類 記載面 記載内容 備考

石 59 西側調査区埋土 墓石 面 1 （納骨）

面 2 欠損

面 3 からつや

面 4

石 60 西側調査区埋土 墓石 面 1 面 1 欠損

面 2 ※※

面 3 ※※

面 4 天保十年 

亥

石 61 西側調査区埋土 墓石（線香立） 面 1 家紋

面 2

面 3

面 4

石 62 西側調査区埋土 墓石（地蔵） 面 1

面 2

面 3

面 4

石 63 西側調査区埋土 石仏 面 1

面 2

面 3

面 4

石 64 西側調査区埋土 墓石（地蔵） 面 1

面 2

面 3

面 4

石 65 西側調査区埋土 石仏 面 1

面 2

面 3

面 4

石 66 西側調査区埋土 墓石（水鉢） 面 1 田中氏 

津田氏

面 2

面 3

面 4
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第 144 図　石造物等実測図（1）
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第 145 図　石造物等実測図（2）

石7

石9左 背前

石10 左

右

前

左

右

前

0 10 20 30cm

（7・9　S=1/8）　　

石11

0 50cm

（10～12　S=1/10）

石12



─　341　─

第 146 図　石造物等実測図（3）
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第 147 図　石造物等実測図（4）
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第 148 図　石造物等実測図（5）
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第 149 図　石造物等実測図（6）
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第 150 図　石造物等実測図（7）
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第 151 図　石造物等実測図（8）
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第 152 図　石造物等実測図（9）
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第 15 表　その他被爆遺物等観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 種類 器種 長さ 幅 厚さ 特徴等

他 001 A1 区被爆面埋土 陶磁器 小皿 22 - ＊ 101 大正～昭和

他 002 A1 区被爆面埋土 陶磁器 土人形 118 35 26 備前、観音

他 003 A1 区被爆面埋土 陶磁器 土人形 94 82 56 芸者

他 004 A1 区被爆面埋土 陶磁器 不明容器 60 48 54「新案登録一〇九二二八」底面「岩松製造」

他 005 A1 区被爆面埋土 ガラス 瓶 74 45 25「- 資會社」、蓋融着、被熱変形

他 006 A1 区被爆面埋土 石製品 碁石 20 - 4 赤変、6 個

他 007 A2 区被爆面埋土 ガラス 不明 ＊ 52 ＊ 47 ＊ 40 ウランガラス、溶解片

他 008 A2 区攪乱土 陶磁器 煎茶器 - - -「九谷」、湯冷まし 1、茶碗 2、急須蓋 1　

他 009 A3 区 SK3 金属器 錘 5.8 1.2 0.7 投網錘 ( 鉛 )、土佐岩、完形 310 個、溶解 43 個分、
一個約 18 ｇ

他 010 A3 区 SK3 ガラス 赤色灯レンズ φ 51 - 12「#34」

他 011 A3 区 SK3　瓶 1 ガラス 調味料瓶 403 - φ 108 一升瓶、内容物科学分析「植物油」

他 012 A3 区 SK3　瓶 2 ガラス 調味料瓶 395 - φ 108 底面「11」、一升瓶、内容物科学分析「植物油」

他 013 A3 区 SK3　瓶 3 ガラス 調味料瓶 ＊ 378 - φ 110 底面「西福※」、一升瓶、内容物科学分析「植物油」

他 014 A3 区 SK3　瓶 4 ガラス 調味料瓶 296 - φ 81 底面「18」、一升瓶、内容物科学分析「ゴマ」

他 015 A3 区 SK3　瓶 5 ガラス 調味料瓶 396 - φ 106 底面「（△に S.I）2」、一升瓶、内容物科学分析「醤油」

他 016 A3 区被爆面埋土 陶磁器 磁器人形 ＊ 47 ＊ 30 ＊ 16 赤子

他 017 A3 区被爆面埋土 陶磁器 土人形 ＊ 43 ＊ 40 15 弁天か

他 018 A3 区被爆面埋土 陶磁器 花瓶 108 - φ 63 榊立

他 019 A3 区被爆面埋土 陶磁器 土馬 73 42 48「ワダ」の刻み、顔部分

他 020 A3 区被爆面埋土 陶磁器 陶器ボタン φ 19 - 10 桜柄

他 021 A3 区被爆面埋土 石製品 碁石 φ 22 - 5 赤変

他 022 A3 区被爆面埋土 ガラス おはじき - - - 2 個

他 023 A3 区 C 面埋土 ガラス 酒瓶 287 - φ 77「登録（KB）商標　キリンビール」底面「1」　なで肩、
ラベル残存、昭和 8 ～昭和 15 年

他 024 A4 区 SB1 下層
（B 面埋土）

陶磁器 清酒瓶 230 - φ 78 機械栓

他 025 A4 区 SB1 地下室床
直上

ガラス 酒瓶 286 - φ 77「TRADE ⦿ MARK（DNB）　DAINIPPON BREWERY Co 

. LTD」底面「（☆に◎）」

他 026 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 242 - φ 63「（KB）（KB）　KIRIN　BREWERY　CO．LTD　（KB）」

底面「6　H」　なで肩、透明瓶

他 027 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 ＊ 242 - φ 63「（KB）KIRIN　BREWERY　CO．LTD．　（KB）」　なで

肩、王冠残存、透明瓶、内容物残存のためパラフィン

で王冠部密封するが消失

他 028 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 288 - φ 77 底面「16」　王冠残存、内容物残存のためパラフィン

で王冠部密封

他 029 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 291 - φ 148「キリンビール　（キリン図柄）」底面「5」　キリンビー

ル特大瓶、昭和８～ 17 年

他 030 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 288 - φ 77「TRADE ⦿ MARK（DNB）　DAINIPPON BREWERY Co 

. LTD」底面「（☆に◎）　12　6」　なで肩

他 031 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 292 - φ 76「登録（KB）商標　キリンビール　登録（KB）商標　

キリンビール」底面「11」、なで肩、王冠残存
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番号 遺構名 種類 器種 長さ 幅 厚さ 特徴等

他 032 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 288 - φ 74「登録（KB）商標　キリンビール　登録（KB）商標　

キリンビール」底面「8」、なで肩、透明瓶

他 033 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 287 - φ 77「登録❀商標　SAKURA　BEER」底面「71」

他 034 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 289 - φ 77「TRADE ⦿ MARK（DNB）　DAINIPPON BREWERY Co 

. LTD」底面「（☆に◎）　12　5　　H」

他 035 A4 区 SB1 地下室床

直上

ガラス 酒瓶 240 - φ 64「（KB）（KB）　KIRIN　BREWERY　CO．LTD　（KB）」

底面「6　H」、なで肩、王冠残存、透明瓶

他 036 A4 区 SB1 地下室床

直上

銭貨 5 銭硬貨 φ 19 - 2 五銭アルミ貨、昭和 16 年、被熱変形、床面直上

他 037 A4 区 SB1 地下室床

直上

その他 練炭 99 - ＊φ 120 ハチの巣練炭、7 個体

他 038 A4 区 SB1 地下室床

直上

その他 ボタン φ 14 - 3 床面直上

他 039 A4 区 SB1 地下室床

直上

その他 ボタン φ 11 - 2 床面直上

他 040 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 皿 232 - 24

他 041 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 皿 158 - 25

他 042 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小皿 23 - φ 111

他 043 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小皿 28 - φ 141 初期伊万里

他 044 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小皿 25 - φ 115

他 045 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小皿 22 - φ 112 底面「岐 486」

他 046 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 鉢 ＊ 169 - 60 高台「許 27223」

他 047 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 鉢 216 55 洋食器

他 048 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小鉢 46 118 119

他 049 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 碗 53 - φ 99

他 050 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小坏 50 - 28 高砂、酒杯

他 051 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 香炉 ＊ 110 - 80

他 052 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 徳利 ＊ 148 - *150「（広）島酒？」

他 053 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 瓶子 ＊ 71 - φ 48 金光教マーク

他 054 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 平仄 79 - 88

他 055 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 火入 98 - φ 114

他 056 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 蓋 28 - φ 78 青磁

他 057 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 蓋 22 - φ 72

他 058 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 蓋 37 55 66 内面「李荘造」、有田、青磁香炉蓋

他 059 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 蓋 29 - φ 100

他 060 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 仏飯器 60 - φ 55

他 061 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小瓶 55 - φ 55

他 062 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小瓶 34 - φ 63 クリーム瓶か

他 063 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 花瓶 112 - 62 底面「（○に平）製」、榊立

他 064 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 人形 ＊ 102 ＊ 62 ＊ 72 備前、東郷平八郎

他 065 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 サイコロ 11 11 11 瓦礫内

他 066 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 小便器 380 ＊ 330 256 本体１、接手 2 個体、壁掛け型
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他 067 A4 区 SB1 地下室 陶磁器 大便器 ＊ 420 280 380 複数分か

他 068 A4 区 SB1 地下室 瓦 桟瓦 ＊ 270 272 23 表面泡立つ

他 069 A4 区 SB1 地下室 瓦 桟瓦 270 ＊ 225 19「佑」刻印、表面泡立つ

他 070 A4 区 SB1 地下室 瓦 鬼瓦 ＊ 230 ＊ 150 84 モルタル付着

他 071 A4 区 SB1 地下室 瓦 鬼瓦 ＊ 190 ＊ 230 110 表面泡立つ

他 072 A4 区 SB1 地下室 石製品 硯 124 63 24 裏面「ワダ」、激しく被熱、ガラス溶着

他 073 A4 区 SB1 地下室 ガラス 薬瓶 85 52 28 底面「AJINOMOTO　4」

他 074 A4 区 SB1 地下室 ガラス 薬瓶 56 - 25 被熱変形

他 075 A4 区 SB1 地下室 ガラス 瓶 39 - 29 底面「（〇に）A」

他 076 A4 区 SB1 地下室 ガラス 酒瓶 167 - 55 清酒瓶

他 077 A4 区 SB1 地下室 ガラス ビー玉 - - φ 28 床面直上

他 078 A4 区 SB1 地下室 ガラス ビー玉 - - φ 17 床面直上

他 079 A4 区 SB1 地下室 ガラス ビー玉 - - φ 17 床面直上

他 080 A4 区 SB1 地下室 ガラス ビー玉 - - - 5 個体

他 081 A4 区 SB1 地下室 ガラス おはじき φ 15 - 3

他 082 A4 区 SB1 地下室 ガラス 瓶 92 58 50 被熱変形

他 083 A4 区 SB1 地下室 ガラス 調味料瓶 86 56 25「味」、味の素瓶、被熱変形

他 084 A4 区 SB1 地下室 ガラス 瓶 50 47 47

他 085 A4 区 SB1 地下室 ガラス 薬瓶 67 - φ 27 底面「7」

他 086 A4 区 SB1 地下室 ガラス 日常生活瓶 73 - φ 29「羽衣　定量線」、染料瓶

他 087 A4 区 SB1 地下室 ガラス 調味料瓶 34 33 29 醤油瓶の注ぎ栓、2 個

他 088 A4 区 SB1 地下室 ガラス 蓋 45 56 57 中空、被熱変形

他 089 A4 区 SB1 地下室 ガラス 薬瓶 59 28 20「※※目薬　盟友商會」

他 090 A4 区 SB1 地下室 ガラス 調味料瓶 82 - φ 20 蓋つき、内部に「梅茶精」の紙

他 091 A4 区 SB1 地下室 ガラス 酒瓶 285 - φ 77「登録❀商標　SAKURA　BEER」底面「TGC　7」

他 092 A4 区 SK1 陶磁器 小坏 59 - φ 60 高台内「硬質磁器　H　S　FUJISEITO」

他 093 A4 区 SK1 陶磁器 陶器人形 93 33 46 猫、沖本邸（旧今中邸）の池の底に溜まる被爆前堆積土内

他 094 A4 区 SK1 排水部分 陶磁器 土管 155 122 119 鉄格子あり

他 095 A4 区 SK1 瓦 桟瓦 280 300 100「篠原」

他 096 A4 区 SK1 ガラス 薬瓶 130 - 56 メモリ「100　200」

他 097 A4 区 SK1 ガラス 瓶 81 - 20 薬瓶か

他 098 A4 区 SK1 ガラス ビー玉 - - - 11 個

他 099 A4 区 SK1 その他 サンゴ - - - 複数

他 100 A4 区 SK7 骨製品 歯ブラシ 154 13 7 被爆前

他 101 A4 区 SK12 陶磁器 小坏 32 - φ 67 見込「仙映花　菊長」、酒杯、被爆前

他 102 A4 区 SK24 陶磁器 小坏 25 - φ 67 見込「木地塗物共ニ佛具類卸處　廣島堺…　…紀本常

太郎」、酒杯、被爆前

他 103 A4 区被爆面埋土 陶磁器 表札 ＊ 100 ＊ 71 22「町（内）」

他 104 A4 区被爆面埋土 陶磁器 表札 ＊ 176 ＊ 77 24「（會）副會長」

他 105 A4 区被爆面埋土 陶磁器 陶器底 - - - 内面炭化物付着

他 106 A4 区被爆面埋土 陶磁器 土人形 57 47 12 松
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他 107 A4 区被爆面埋土 陶磁器 磁器人形 30 23 23 言わざる

他 108 A4 区被爆面埋土 陶磁器 箸置き 18 36 16 豆

他 109 A4 区 B 面埋土 ガラス 乳製品瓶 163 - φ 56「消毒　全乳　本日詰一号入」

他 110 A4 区 C 面埋土 陶磁器 小坏 31 - φ 55 見込「鷹匠町　※木酒店」

他 111 A4区埋土（トレンチ）陶磁器 小坏 26 - φ 54 高台内「九谷」、酒杯

他 112 A4区埋土（トレンチ）ガラス 玉 12 14 14 ウランガラス

他 113 A4 区攪乱土 陶磁器 花瓶 ＊ 85 - φ 56 金光教マーク、榊立

他 114 A4 区攪乱土 陶磁器 磁器人形 61 12 16 洋風人形の足

他 115 A4 区攪乱土 ガラス 文具瓶 45 48 39 底面「S」、インク瓶

他 116 A5 区被爆面埋土 樹脂 歯ブラシ 159 12 5「ツバメ歯刷子　（〇に公）　一三號品　125 工」

他 117 A5 区攪乱土 ガラス 酒瓶 202 63 52「2D　LITER」、被熱変形

他 118 A5 区攪乱土 ガラス 文具瓶 34 - φ 35「POPLAR INK」底面「P」、インク瓶、コルク有

他 119 A5 区攪乱土 ガラス 石けり φ 50 - 9

他 120 A6 区墓 8 陶磁器 湯呑 75 - φ 76

他 121 A6 区墓 8 陶磁器 香炉 52 - φ 72 大正から昭和

他 122 A7 区被爆面直上 陶磁器 薬鉢 56 - 83

他 123 A8 区被爆面埋土 陶磁器 香炉 61 - 91 大正

他 124 A8 区被爆面埋土 ガラス 調味料瓶 ＊ 145 - φ 57 醤油瓶

他 125 A9 区被爆面埋土 陶磁器 植木鉢 64 - 136

他 126 A9 区被爆面埋土 陶磁器 植木鉢 61 - 126 底部墨書「ヒ口」？

他 127 A9 区被爆面埋土 陶磁器 植木鉢 58 - 164 常滑焼、近代

他 128 A9 区被爆面埋土 陶磁器 蓋物 40 - 120

他 129 A9 区被爆面直上 ガラス 調味料瓶 ＊ 140 - 49「（〇に）川　製」、醤油瓶

他 130 A9 区被爆面直上 ガラス 瓶 85 63 58 被熱変形

他 131 A9 区被爆面直上 ガラス 灯り傘 ＊ 99 ＊ 82 ＊ 42 破片多数

他 132 A9 区被爆面埋土 ガラス 食品瓶 96 58 52「磯志” まん」底面「6」、被熱変形

他 133 B1 区 SD1 陶磁器 小坏 27 - φ 67 酒杯

他 134 B1 区 SD1 陶磁器 壺 85 - φ 112

他 135 B1 区被爆面埋土 陶磁器 土人形 ＊ 34 ＊ 42 ＊ 40 招き猫

他 136 B1 区被爆面埋土 ガラス トレイ 70 65 15「TENBI TOIRET B ？？ S」、被熱変形

他 137 B1 区被爆面埋土 ガラス 文具瓶 49 50 43 インク瓶、被熱変形

他 138 B1 区被爆面埋土 ガラス レンズ 33 28 3 眼鏡レンズか

他 139 B1 区被爆面埋土 ガラス ガラス片 - - - 多数、ウランガラス有

他 140 B2 区被爆面埋土 陶磁器 土人形 ＊ 45 31 16 亀、飴釉、緑釉

他 141 B3 区 SK1 陶磁器 小皿 21 - φ 111 溶着

他 142 B3 区 SK1 陶磁器 小皿 23 - φ 111

他 143 B3 区 SK1 陶磁器 手塩皿 18 - φ 86 旭日旗、飛行機

他 144 B3 区 SK1 陶磁器 植木鉢 82 - ＊ 172

他 145 B3 区 SK1 陶磁器 碗 ＊ 42 ＊ 89 ＊ 74 底面「岐 40」

他 146 B3 区 SK1 陶磁器 瓶子 78 - φ 52 底面「瀬 235」
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他 147 B3 区 SK1 陶磁器 花瓶 116 50 52

他 148 B3 区 SK1 陶磁器 燭台 ＊ 48 - φ 33

他 149 B3 区 SK1 陶磁器 化粧瓶 42 46 44

他 150 B3 区 SK1 陶磁器 人形 - - - 獅子、備前、飾り瓦か

他 151 B3 区 SK1 瓦 丸瓦 244 126 57 刻印不明瞭、表面泡立つ

他 152 B3 区 SK1 瓦 軒平瓦 ＊ 262 300 20

他 153 B3 区 SK1 瓦 桟瓦 ＊ 192 ＊ 136 41「菊＊間」、表面泡立つ

他 154 B3 区 SK1 ガラス 薬品瓶 89 - φ 41「60」、メモリ線

他 155 B3 区 SK1 ガラス 薬品瓶 93 - φ 40

他 156 B3 区 SK1 ガラス 薬品瓶 74 - φ 44

他 157 B3 区 SK1 ガラス 薬品瓶 80 - φ 36 底面「（六星に）Y」

他 158 B3 区 SK1 ガラス 薬品瓶 88 - φ 31

他 159 B3 区 SK1 ガラス 薬品瓶 60 - φ 29 底面「TG」

他 160 B3 区 SK1 ガラス 薬品瓶 57 - φ 25 不明文字、メモリ線

他 161 B3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 ＊ 72 42 27「みかん水　（〇に）川製」

他 162 B3 区 SK1 ガラス 日常生活瓶 40 - φ 30 底面「（◇に）B」、染料瓶か

他 163 B3 区 SK1 ガラス 化粧瓶 18 - φ 65 クリーム瓶か

他 164 B3 区 SK2 ガラス 薬品瓶 63 φ 31「20」、メモリ線

他 165 B3 区 SK3 ガラス 薬品瓶 89 - φ 41

他 166 B3 区 SK3 ガラス 薬品瓶 60 - φ 36

他 167 B3 区 SW1 下層（B

面埋土）

その他 万年筆 107 11 -「” GENERAL” 
U.S.A.PAT 〇 NEW SYSTEM 
GENERAL PEN MFG CO.」

他 168 B3 区被爆面埋土 陶磁器 人形 ＊ 90 ＊ 46 41 顔

他 169 B3 区被爆面埋土 石製品 硯 139 79 22 被熱により崩壊、2 個体分

他 170 B3 区被爆面埋土 ガラス 調味料瓶 ＊ 50 ＊ 40 ＊ 24 底面「味の素　0」

他 171 B3 区被爆面埋土 ガラス 調味料瓶 97 42 23 底面「味の素」

他 172 B3 区被爆面埋土 ガラス 薬品瓶 120 - φ 50 底面分銅型刻印

他 173 B3 区被爆面埋土 ガラス 薬品瓶 85 - φ 45 底面「（六星に）Y」

他 174 B3 区被爆面埋土 ガラス 瓶 ＊ 38 - φ 23 被熱変形

他 175 B3 区被爆面埋土 ガラス 瓶 54 17 9 薬瓶か

他 176 B3 区被爆面埋土 ガラス 瓶 108 - φ 47

他 177 B3 区被爆面埋土 ガラス 瓶 87 40 39 底面に桃に蜻蛉、桃谷順天堂

他 178 B3 区被爆面埋土 ガラス 瓶 64 - φ 37 底面「（六星に）Y」

他 179 B4 区 SK1 陶磁器 鉢 66 - - 輪花鉢、ガラス片溶着

他 180 B4 区 SK1 陶磁器 湯呑 58 - φ 61 ガラス溶着

他 181 B4 区 SK1 陶磁器 小坏 30 - φ 52「千福」、酒杯

他 182 B4 区 SK1 陶磁器 小坏 31 - φ 52 酒杯、表面被熱による荒れ

他 183 B4 区 SK1 陶磁器 小坏 31 - φ 55 酒杯、表面被熱による荒れ

他 184 B4 区 SK1 陶磁器 小坏 31 - φ 59 高砂　酒杯、表面被熱による荒れ

他 185 B4 区 SK1 陶磁器 蓋 19 - φ 79 急須蓋
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他 186 B4 区 SK1 陶磁器 蓋 29 - φ 99 ガラス片溶着

他 187 B4 区 SK1 陶磁器 土人形 60 30 ＊ 41「興亜＊」、狸

他 188 B4 区 SK1 陶磁器 土人形 35 35 23 鹿か

他 189 B4 区 SK1 ガラス シャーレ 10 - φ 46

他 190 B4 区 SK1 ガラス 玉 - - φ 16 紐孔

他 191 B4 区被爆面埋土 陶磁器 皿 ＊ 47 ＊ 114 ＊ 29 被熱赤変

他 192 B4 区被爆面埋土 陶磁器 小坏 47 - φ 64

他 193 B4 区被爆面埋土 陶磁器 鉢 ＊ 41 ＊ 87 66

他 194 B4 区被爆面埋土 陶磁器 蓋 ＊ 32 ＊ 66 ＊ 13 ガラス溶着

他 195 B4 区被爆面埋土 陶磁器 レリーフ 98 73 39 女子顔

他 196 B4 区被爆面埋土 その他 着火剤 32 43 25 使用済

他 197 B4 区埋土（トレンチ）陶磁器 皿 134 107 24 魚形

他 198 B4 区埋土（トレンチ）陶磁器 皿 158 103 34 被熱

他 199 B4 区埋土（トレンチ）陶磁器 皿 37 165 108

他 200 B4 区埋土（トレンチ）陶磁器 手塩皿 28 81 64

他 201 B4 区埋土（トレンチ）陶磁器 小坏 33 - φ 56 酒杯

他 202 B4 区埋土（トレンチ）陶磁器 小坏 34 - φ 58 4 個、酒杯

他 203 B4 区埋土（トレンチ）陶磁器 湯冷まし 50 104 85 高台内「九谷」

他 204 B4 区埋土（トレンチ）陶磁器 蓋 99 - 31 被熱

他 205 B4 区攪乱土 陶磁器 磁器人形 ＊ 69 38 21 傘を持つ少女

他 206 B4 区攪乱土 陶磁器 磁器根付 42 30 28 布袋

他 207 B4 区攪乱土 ガラス 薬瓶 46 - 23

他 208 B4 区攪乱土 その他 インク蓋 31 - 7「PLATON　INK　NB 

実用新案登録第四二九〇九号」

他 209 B7 区被爆面埋土 陶磁器 皿 28 ＊ 81 - 高台「昭 -　SHOWA TOJ- STMK」

他 210 B7 区被爆面埋土 陶磁器 碗 68 ＊ 104 -

他 211 B7 区被爆面埋土 陶磁器 碍子 53 - φ 38 2 個

他 212 B7 区被爆面埋土 ガラス おはじき φ 26 - 11「☆」

他 213 B8 区 SK2 陶磁器 磁器人形 36 27 28 大国

他 214 B8 区 SK2 骨製品 留め具 11 23 12 被爆前

他 215 C1 区 SK3 陶磁器 タイル ＊ 110 ＊ 89 11 青磁質、2 片

他 216 C1 区 SK3 陶磁器 土人形 36 24 19 座像

他 217 C1 区 SK5 ガラス 薬瓶 ＊ 53 25 13「廣島　福井氏製」

他 218 C1 区 SK5 その他 軟球 - - φ 65 大正 8 年～昭和、戦前

他 219 C1 区被爆面埋土 陶磁器 燭台 121 50 45

他 220 C1 区被爆面埋土 ガラス メガネレン

ズ

34 27 2 ２枚溶着

他 221 C1 区被爆面埋土 ガラス メガネレン

ズ

44 - 3 虫眼鏡レンズか

他 222 C1 区被爆面埋土 ガラス 不明 ＊ 46 ＊ 57 53 ウランガラス、置時計台座か

他 223 C1 区被爆面埋土 ガラス 不明 ＊ 21 ＊ 51 ＊ 28 ウランガラス、溶解片
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他 224 C1 区被爆面埋土 その他 キューピー

人形

202 - - 時期不明

他 225 C2 区 SD1 瓦 軒丸瓦 φ 136 - 17

他 226 C2 区 SD1 石製品 碁石 φ 22 - 4 黒石、2 個

他 227 C2 区 SD1 ガラス 化粧瓶 ＊ 29 ＊ 37 ＊ 32 底面「8」

他 228 C2 区被爆面埋土 陶磁器 水滴 38 55 20 鹿の絵、被熱変形

他 229 C3 区 SW1 ガラス おはじき φ 18 - 4 被熱変形

他 230 C3 区 SW1 樹脂 不明 38 20 3「☆」の中に「H」

他 231 C3 区 SW1 下層（B

埋土）

ガラス 乳製品瓶 ＊ 158 - φ 54「當日詰正味壱号入　全乳　登録商標　野村屋電

四一八」、被爆前

他 232 C3 区 SD1 ガラス ビー玉 - - φ 21 マーブル 2、透明 1

他 233 C3 区 SD1 ガラス おはじき φ 23 - 9 マーブル

他 234 C3 区 SD4 その他 キューピー

人形

88 - - 戦前

他 235 C3 区 SK1 陶磁器 皿 22 - φ 208

他 236 C3 区 SK1 陶磁器 皿 22 - 110 高台内「岐 925」

他 237 C3 区 SK1 陶磁器 小碗 50 - ＊φ 72 大正～昭和

他 238 C3 区 SK1 陶磁器 坩堝？ 53 - φ 66 外面無釉、内面施釉

他 239 C3 区 SK1 瓦 鬼瓦 ＊ 153 ＊ 240 43

他 240 C3 区 SK1 瓦 丸瓦 276 145 74 刻印「本塩利」、菊間、表面泡立つ

他 241 C3 区 SK1 ガラス コップ ＊ 72 - φ 45 6 個

他 242 C3 区 SK1 ガラス 薬瓶 72 - φ 34「30」、メモリ線

他 243 C3 区 SK1 ガラス 日常生活瓶 44 - φ 44「みや古染」、底面に「△」に「・」

他 244 C3 区 SK2 陶磁器 小鉢 52 127 127 八角輪花、明治

他 245 C3 区 SK2 陶磁器 瓶 25 - φ 34 底面に「KATO」

他 246 C3 区 SK2 陶磁器 瓶 50 55 - クリーム瓶か

他 247 C3 区 SK2 ガラス 化粧瓶 47 - φ 59

他 248 C3 区桝 1 陶磁器 小坏 27 - 51 酒杯

他 249 C3 区桝 1 ガラス ビー玉 - - 18 4 個

他 250 C3 区桝 1 ガラス ビー玉 - - - 28 個

他 251 C3 区桝 1 ガラス おはじき - - - 4 個

他 252 C3 区桝 1 樹脂 歯ブラシ 154 12 6「大洋　（〇に公）　二七？？」

他 253 C3 区桝 1 樹脂 歯ブラシ 157 11 5 被熱荒れ、文字読めず

他 254 C3 区桝 1 その他 数珠 - - - 2 個、サンゴ製・ガラス製

他 255 C3 区被爆面埋土 陶磁器 蓋 22 - φ 77

他 256 C3 区被爆面埋土 ガラス 薬瓶 141 - 54「伊達内科病院」

他 257 C3 区攪乱土 ガラス ビー玉 19 17 16 被熱変形

他 258 C4 区 SB1 ガラス 調味料瓶 ＊ 71 - φ 59「醤（油）注　大阪　松永製」

他 259 C4 区 SB2 ガラス おはじき 25 - 5 日章旗

他 260 C4 区桝 1 ガラス ビー玉 - - - 2 個

他 261 C4 区桝 2 樹脂 蓋 90 62 20 小箱蓋、被爆前
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番号 遺構名 種類 器種 長さ 幅 厚さ 特徴等

他 262 C4 区被爆面埋土 陶磁器 碗 ＊ 51 ＊ 70 ＊ 44 高台内「九谷」

他 263 C4 区被爆面埋土 ガラス 瓶 110 88 72 被熱変形

他 264 C4 区被爆面埋土 ガラス 文具瓶 87 - φ 41 インク瓶、内面インク残存

他 265 C4 区 B 面埋土 樹脂 キャップ 40 8 10 日の丸

他 266 C5 区 SW1 裏込 骨製品 歯ブラシ 135 8 6 被爆前

他 267 C5 区 SK1 陶磁器 碍子 154 - 20 筒状

他 268 C5 区 SK1 陶磁器 灰落とし 74 - φ 92 墨書「木西」

他 269 C5 区 SK1 ガラス 文具瓶 56 - φ 56 糊か

他 270 C5 区 SK2 樹脂 蛇口 ＊ 90 114 33「NO.101　金世界」

他 271 C5 区 SK3 陶磁器 碗 50 ＊ 100 -

他 272 C5 区 SK3 陶磁器 小碗 55 - φ 78 高台内「冨士陶器」、昭和

他 273 C5 区 SK3 陶磁器 小坏 35 ＊ 58 - 高砂、酒杯

他 274 C5 区 SK3 陶磁器 仏飯器 65 ＊ 51 - 2 個

他 275 C5 区 SK3 陶磁器 蓋 44 φ 156 -

他 276 C5 区 SK3 陶磁器 楊枝立か 46 34 34 2 個

他 277 C5 区 SK3 陶磁器 土人形 ＊ 140 ＊ 80 ＊ 81 大国

他 278 C5 区 SK3 樹脂 不明 ＊ 30 ＊ 51 ＊ 38 半球状

他 279 C5 区 SK3 掘方 樹脂 髪留め 80 25 2 被爆前

他 280 C5 区 SK4 陶磁器 土人形 152 61 40 樹木、女性立像

他 281 C5 区 SK6 陶磁器 大甕 125 口 77 底 27 便甕、肥前、　近代、2 個体有

他 282 C5 区 SX3 掘方 ガラス 食品瓶 77 ＊ 109 19 拳銃型金平糖瓶、被爆前

他 283 C5 区 SX5 陶磁器 一輪挿し 115 - φ 47 瀬戸美濃、大正

他 284 C5 区 SX5 陶磁器 碍子 30 36 19

他 285 C5 区 SX5 ガラス ガラス片 ＊ 42 ＊ 47 9 赤色乳白ぼかし、被熱変形

他 286 C5 区被爆面埋土 陶磁器 小坏 30 - - 酒杯

他 287 C5 区被爆面埋土 陶磁器 瓶 88 64 29「海のホルモン　濱の華　昆布のエキス」、14 個

他 288 C5 区被爆面埋土 陶磁器 蓋 15 - φ 61「☆ FUKUDAGEN ☆」、ポマード瓶蓋

他 289 C5 区被爆面埋土 陶磁器 碍子 45 - φ 33 表面泡立つ

他 290 C5 区被爆面埋土 陶磁器 磁器人形 98 32 32 女性立像

他 291 C5 区被爆面埋土 陶磁器 土人形 ＊ 51 ＊ 35 22 女性顔

他 292 C5 区被爆面埋土 ガラス 文具瓶 56 46 45 底面に〇で不明文字

他 293 C5 区被爆面埋土 ガラス 化粧瓶 31 - φ 57

他 294 C5 区被爆面埋土 ガラス 日常生活瓶 58 33 26「みづほ染料」、側面メモリ、底面「11」、染料瓶

他 295 C5 区被爆面埋土 ガラス シャーレ 22 - φ 68

他 296 C5 区被爆面埋土 ガラス 酒瓶 ＊ 440 - φ 107 一升瓶、被熱変形

他 297 C5 区被爆面埋土 ガラス 石けり 47 - 9

他 298 C5 区被爆面埋土 ガラス ビー玉 - - φ 25 マーブル

他 299 C5 区被爆面埋土 ガラス ビー玉 18 21 22 被熱変形

他 300 C6 区 SB1 ガラス 石けり φ 51 - 12

他 301 C6 区 SB1 下層 ガラス 薬瓶 57 27 27「小野製」　被爆前
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番号 遺構名 種類 器種 長さ 幅 厚さ 特徴等

他 302 C6 区 SB2 樹脂 責任証 72 40 2 表「責任証　高級車」裏「BEST HARD  THIS 

MACHINE IS RECONISED AS THE BEST ON THE 

MARKETAND THE ACCESSOREW AE MADE FORM 

THE FINEST MATERIAL PROEURABLE  PRACICAL 

CYCLE CO」( 原文ママ )

他 303 C6 区 SB2 下層 その他 万年筆 128 - φ 13 被爆前

他 304 C6 区 SF1 下層 ガラス 清涼飲用瓶 ＊ 162 - φ 55「岡本七朗　所有非賈品　容器登録意匠　一九五四一」

　岡本商曾（東観音　清涼飲料水販売）、被爆前

他 305 C6 区 SK1 陶磁器 小便器 386 - ＊ 230 明治後半～

他 306 C6 区 SK3 陶磁器 磁器皿 ＊ 24 ＊ 116 ＊ 33

他 307 C6 区 SK3 陶磁器 瓶 88 64 29「海のホルモン　濱の華　昆布のエキス」

他 308 C6 区 SK3 陶磁器 磁器人形 ＊ 65 ＊ 40 ＊ 33 稲荷、大正～昭和

他 309 C6 区 SK3 陶磁器 栓 33 - φ 29 機械栓

他 310 C6 区 SK3 陶磁器 碍子 87 25 18 3 個

他 311 C6 区 SK3 ガラス 文具瓶 54 - φ 51「WAGNER」、インク瓶

他 312 C6 区被爆面埋土 陶磁器 レリーフ 132 73 37 人物顔、裏面釘２本

他 313 C6 区被爆面埋土 陶磁器 土人形 42 34 33 達磨、刻印「豆歩」？

他 314 C6 区被爆面埋土 陶磁器 磁器人形 ＊ 76 38 32 人物立像

他 315 C6 区被爆面埋土 ガラス 化粧瓶 86 - φ 44「A DELAGRAVE&CIE PARIS 」 

他 316 C6 区被爆面埋土 ガラス 日常生活瓶 35 - φ 23「官許　食料紅」、染料瓶、食紅

他 317 C6 区被爆面埋土 ガラス 薬瓶 76 23 17 目薬瓶

他 318 C6 区被爆面埋土 ガラス 瓶 105 - φ 34 口部ねじ

他 319 C8 区 SD1 ガラス 食品瓶 112 55 20 エンボスで熨斗、走る仔馬、金平糖瓶か

他 320 C9 区井戸 1 陶磁器 小碗 49 - φ 90 4 個、大正

他 321 C9 区井戸 1 瓦 平瓦か ＊ 116 ＊ 84 24 表面泡立つ

他 322 C9 区井戸 1 ガラス 文具瓶 63 - 56 底面に「M」、インク瓶、丸善

他 323 C9 区井戸 1 ガラス 瓶 99 - 47 化粧品瓶か

他 324 C9 区井戸 1 ガラス スクリュー栓 28 - 31

他 325 C9 区井戸 1 ガラス 坏 ＊ 60 - 62 アイスクリームコップか

他 326 D3 区 SD1 陶磁器 瓶塊 - 62 -「アカネ」、練り歯磨き瓶

他 327 D3 区 SD1 瓦 丸瓦 280 136 64 表面泡立つ

他 328 D3 区 SD1 ガラス ビー玉 ＊ 11 ＊ 24 ＊ 19 被熱変形

他 329 D3 区 SK1 陶磁器 コーヒー

カップ

65 104 83 底部「昭和硬質陶磁器　SHOWA-TOJIKI　SMTK」、5

個体分

他 330 D3 区 SK1 陶磁器 手塩皿 21 - φ 76

他 331 D3 区 SK1 陶磁器 蓋 ＊ 19 - φ 77

他 332 D3 区 SK1 陶磁器 平仄 62 - φ 76

他 333 D3 区 SK1 陶磁器 碍子 43 ＊ 73 ＊ 59 3 個

他 334 D3 区 SK1 陶磁器 戸車 15 - φ 60

他 335 D3 区 SK1 陶磁器 土人形 37 33 - 塔

他 336 D3 区 SK1 ガラス 瓶塊 178 118 75 溶けた瓶類の塊、6 個
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番号 遺構名 種類 器種 長さ 幅 厚さ 特徴等

他 337 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 108 53 49「全乳　90cc」、被熱変形、明治製菓株式会社 90cc 牛

乳瓶

他 338 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 113 57 37「全乳　90cc」、被熱変形、明治製菓株式会社 90cc 牛

乳瓶

他 339 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 108 53 49「全乳　90cc」、被熱変形、明治製菓株式会社 90cc 牛

乳瓶

他 340 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 98 61 51「全乳　9 ＊＊」　被熱変形、明治製菓株式会社 90cc

牛乳瓶

他 341 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 118 61 41「全乳　90cc」、被熱変形、明治製菓株式会社 90cc 牛

乳瓶

他 342 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 ＊ 76 77 41「＊式会社　＊崎牧場」、被熱変形

他 343 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 ＊ 96 - ＊ 59「特別牛乳　（チチ）ヤス」

他 344 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 ＊ 139 - 58「全乳　180cc」、被熱、有色牛乳瓶

他 345 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 ＊ 74 - 50「90cc」底に「^ ト　11」、被熱変形、明治製菓株式会

社 90cc

他 346 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 ＊ 139 - 58「全乳　180cc」、被熱、有色牛乳瓶

他 347 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 ＊ 99 - 45「廣島牛乳株式會社　高級殺菌全乳　正味 90cc」、底

に「^ ト　4」、被熱変形

他 348 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 - - 55「文化牛乳　意匠 -　180-」、被熱

他 349 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 ＊ 100 - ＊ 58

他 350 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 - - 57「意匠 -　180cc　文化牛乳」、有色牛乳瓶、ソーダ瓶形

他 351 D3 区 SK1 ガラス 乳製品瓶 ＊ 28 ＊ 57 ＊ 42 被熱変形、有色牛乳瓶口部のみ

他 352 D3 区 SK2 ガラス 乳製品瓶 ＊ 134 - 58「全乳」、被熱、有色牛乳瓶

他 353 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 ＊ 166 - 53「ピースソーダ　鳩　御注意　王冠モ鳩印」、被熱変形

他 354 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 198 - 54「小瓶　ピースソーダ　鳩　御注意　王冠モ鳩印」、被

熱変形

他 355 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 ＊ 64 - 54「ピースソーダ　PEACE　SODA　KYOTO　JAPAN」、

被熱変形

他 356 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 ＊ 162 - 52

他 357 D3 区 SK1 ガラス 調味料瓶 ＊ 150 - 53「PEACE　SYROP　意匠登録　NET180cc　万仁」、被

熱変形

他 358 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 ＊ 136 - 52「全型意匠登録　櫻屋　NET180cc」、ソーダまたはシ

ロップ瓶

他 359 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 ＊ 136 - 52「全型意匠登録　櫻屋」、ソーダまたはシロップ瓶

他 360 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 114 - 44「乳酸菌　酵母菌　爭綜合培養液 

乳酸菌　ホールドミルク　宏友學會」

他 361 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 114 - 44「乳酸菌　酵母菌　爭綜合培養液 

乳酸菌　ホールドミルク　宏友學會」

他 362 D3 区 SK1 ガラス 清涼飲料瓶 191 - 53「全型意匠登録　サクラヤ　滋養珈琲　ジヨーコー

ヒー　NET180c.c」 、王冠残存

他 363 D3 区 SK1 ガラス 瓶 ＊ 70 - ＊ 55「非賈品」　徳利形

他 364 D3 区 SK1 ガラス 薬瓶 196 - 75 褐色

他 365 D3 区 SK1 ガラス 化粧瓶 131 55 35 底に六角形に「美」

他 366 D3 区 SK1 ガラス 化粧瓶 ＊ 74 ＊ 49 30

他 367 D3 区 SK1 ガラス 食品瓶 120 - ＊ 65「73　CAN　アンカー 3 号」、アンカーコップ
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番号 遺構名 種類 器種 長さ 幅 厚さ 特徴等

他 368 D3 区 SK1 ガラス 日常生活瓶 ＊ 56 - 70 3 つ菱型、一輪挿しか

他 369 D3 区 SK1 ガラス 酒瓶 ＊ 167 - 67「大日本麦酒株式會社」底部に星に〇「8A」

他 370 D3 区 SK1 不明 不明 48 ＊ 28 23「- ウ　- 会社」「戰 -」

他 371 D3 区 SK2 陶磁器 ミニチュア

瓶

89 - φ 33

他 372 D3 区 SK2 ガラス ガラス片 - - - 3 個、被熱変形、ガラスホヤ片、瓶片

他 373 D3 区 SK4 陶磁器 小碗 44 - φ 97 子供茶碗、桃太郎図柄

他 374 D3 区 SK5 陶磁器 碍子 154 - φ 18 筒状

他 375 D8 区防空壕 陶磁器 陶器人形 ＊ 33 ＊ 27 *15 顔

他 376 D8 区防空壕 陶磁器 フック 61 18 56 ダブルフック

他 377 D3 区桝 1 ガラス 乳製品瓶 140 - φ 58「全乳　180cc」、有色牛乳瓶

他 378 D8 区防空壕 ガラス 乳製品瓶 ＊ 106 - 47「消毒　全乳　當日詰五勺入」

他 379 D8 区防空壕 ガラス 調味料瓶 ＊ 52 - 62「実用新案登録　改良衛生醤油ツギ」 大正

他 380 D8 区防空壕 ガラス 文具瓶 52 - 38 エンボスで〇に八咫烏か

他 381 D8 区防空壕 ガラス 化粧瓶 32 - φ 32

他 382 D8 区防空壕 ガラス 瓶 48 - φ 24

他 383 D8 区防空壕 ガラス 栓 42 27 φ 14 インク瓶の栓

他 384 D8 区防空壕 ガラス 食品瓶 126 - φ 69

他 385 D8 区防空壕 骨製品 歯ブラシ 149 13 8

他 386 D8 区防空壕 骨製品 不明 147 - φ 8 簪か

他 387 D8 区防空壕 樹脂 匙 67 12 3「味の素」

他 388 D8 区防空壕 その他 電球 108 - φ 45「ELEVA TUBE 」

他 389 D8 区防空壕 その他 電球 108 - φ 45 無印

他 390 D8 区 SK3 陶磁器 磁器人形 50 15 13 女性立像

他 391 D8 区被爆面埋土 ガラス 日常生活瓶 72 - 29「るり羽根　定容」、染料瓶、白髪染め
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第 16 表　保存処理金属製品観察表

単位は cm、（　　）は復元値、＊は残存値

番号 遺構名 器種 数量 法量 特徴等

保 001 A1 区 C 面埋土 ナタ 1 22 × 5.5

保 002 A1 区 C 面埋土 ボルト・ナット 1 22

保 003 A1 区 C 面埋土 用途不明 1 7.5 × 2

保 004 A2 区 C 面埋土 時計 1 5.5 × 3 実測報告 1316

保 005 A2 区 C 面埋土 蓋 1 8 × 8 錠穴部か

保 006 A2 区攪乱土 やすり 1 18 × 3.5

保 007 A3 区 SK1 ボルト・ワッシャ 1 13

保 008 A3 区 SK3 網（ザル） 1 径 12.5 高 16

保 009 A3 区 SK3 釘 1 5

保 010 A3 区 SK3 用途不明 1 7 × 2

保 011 A3 区 SK3 用途不明 1 3.5

保 012 A3 区 SK3 蝶番 2 3.5 × 4

保 013 A3 区 SK3　下層 釘 18 9 木質付着のものあり

保 014 A3 区 SK3　下層 用途不明 1 10 × 2

保 015 A3 区被爆面直上 包丁 1 29 × 2.5

保 016 A3 区被爆面直上 キャスター 1 3 × 6

保 017 A3 区被爆面焼土層 安全ピン・布 2 4.5

保 018 A3 区被爆面焼土層 がま口金具・ガラス 1 7 × 13.5 金具スリットにガラスがはめ込まれて出土

保 019 A3 区被爆面埋土 蝶番 1 3 × 1.5 銅部分あり

保 020 A3 区被爆面埋土 留め金 1 3 × 1.5

保 021 A3 区被爆面埋土 時計か 8 15 × 15 ゼンマイなど

保 022 A3 区被爆面埋土 用途不明 1 4.5 × 1

保 023 A3 区被爆面埋土 用途不明 1 径 5 高 3

保 024 A3 区 B 面埋土 鏨か 1 25 ×径 1.5

保 025 A3 区 B 面埋土 用途不明 2 16 × 2.5

保 026 A3 区 C 面埋土 やすりか 1 13.5 木柄残る

保 027 A3 区 C 面埋土 ナット 1 径 2.5

保 028 A3 区 C 面埋土 管状製品 1 4 × 2 ねじ山あり

保 029 A3 区 C 面埋土 座金状製品 1 1.5 × 1.5

保 030 A3 区 D 面埋土 くさび 1 11.5 × 4

保 031 A3 区 D 面埋土 留金具か 1 8.5 × 2

保 032 A3 区攪乱土 火箸 1 30 頭部環状

保 033 A3 区攪乱土 はさみ 1 13

保 034 A3 区攪乱土 把手か 1 19

保 035 A3 区攪乱土 ウェイトか 1 径 7.5 厚 2

保 036 A4 区 SB1 地下室 シガーケース 2 7.5 × 10.5 ベルリンオリンピック、実測報告 1303

保 037 A4 区 SB1 地下室 包丁 1 16 × 6

保 038 A4 区 SB1 地下室 包丁 1 17.5
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番号 遺構名 器種 数量 法量 特徴等

保 039 A4 区 SB1 地下室 ボウル 1 径 23 高 7 ホーロー

保 040 A4 区 SB1 地下室 ボウルなどの底か 1 径 15.5 塗料遺存

保 041 A4 区 SB1 地下室 皿状製品 1 19 × 9

保 042 A4 区 SB1 地下室 缶 9 径 7 高 9.5 1 点瓦溶着

保 043 A4 区 SB1 地下室 缶 8 径 9 × 5.5 1 点ガラス溶着

保 044 A4 区 SB1 地下室 缶 4 径 7

保 045 A4 区 SB1 地下室 缶 3 径 7

保 046 A4 区 SB1 地下室 缶 5 径 8 高 8

保 047 A4 区 SB1 地下室 缶 5 径 7 × 13

保 048 A4 区 SB1 地下室 缶 1 径 10 内容物（セメントか）残る

保 049 A4 区 SB1 地下室 缶蓋 1 直径 9

保 050 A4 区 SB1 地下室 缶身、王冠 3 9 × 7 × 3

保 051 A4 区 SB1 地下室 蓋か 1 径 3

保 052 A4 区 SB1 地下室 円形容器 1 径 4

保 053 A4 区 SB1 地下室 王冠 3 径 3

保 054 A4 区 SB1 地下室 柄 1 2.5 × 12

保 055 A4 区 SB1 地下室 ボビン 2 直径 2

保 056 A4 区 SB1 地下室 針状製品 1 6.5

保 057 A4 区 SB1 地下室 印刷原板 1 9 × 12 風邪薬のラベル、実測報告 1302

保 058 A4 区 SB1 地下室 かぎ 1 4 × 2.5

保 059 A4 区 SB1 地下室 飾金具 4 3 × 3 × 5 束

保 060 A4 区 SB1 地下室 飾金具 3 3 × 5.5 束

保 061 A4 区 SB1 地下室 飾金具 1 14 × 8.5 煉瓦溶着

保 062 A4 区 SB1 地下室 キャスター 1 7 × 3

保 063 A4 区 SB1 地下室 キャスター 1 7

保 064 A4 区 SB1 地下室 キャスター 2 7

保 065 A4 区 SB1 地下室 キャスター 1 8.5

保 066 A4 区 SB1 地下室 キャスター 1 7 × 3

保 067 A4 区 SB1 地下室 管 1 9 × 7 かしめ部ボルトあり

保 068 A4 区 SB1 地下室 管状製品 1 9.5 キセル吸口か

保 069 A4 区 SB1 地下室 サドル 1 20 × 14

保 070 A4 区 SB1 地下室 錠前 1 14 × 6

保 071 A4 区 SB1 地下室 錠前 1 10 × 6

保 072 A4 区 SB1 地下室 移植ごて 1 20 × 8 実測報告 1301

保 073 A4 区 SB1 地下室 スコップ状製品 1 16 × 15

保 074 A4 区 SB1 地下室 スコップ状製品 1 15 × 13.5

保 075 A4 区 SB1 地下室 バケツ 1 径 22 高 15

保 076 A4 区 SB1 地下室 持ち手 1 31 バケツか

保 077 A4 区 SB1 地下室 スタンド 1 径 10 ×高 17

保 078 A4 区 SB1 地下室 電球ねじ 1 径 2.5
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保 079 A4 区 SB1 地下室 把手 2 11.5

保 080 A4 区 SB1 地下室 把手 1 10 × 4.5

保 081 A4 区 SB1 地下室 留め具 1 8.5 × 4.5

保 082 A4 区 SB1 地下室 留金具 1 16 × 12

保 083 A4 区 SB1 地下室 南京錠 1 5 × 8

保 084 A4 区 SB1 地下室 蹄鉄 1 11 × 10

保 085 A4 区 SB1 地下室 鉋の刃 1 6 ×６

保 086 A4 区 SB1 地下室 釘 1 13

保 087 A4 区 SB1 地下室 釘 2 12 1 本ガラス溶着

保 088 A4 区 SB1 地下室 釘 1 13

保 089 A4 区 SB1 地下室 釘 3 22

保 090 A4 区 SB1 地下室 くさび 1 10 × 3.5

保 091 A4 区 SB1 地下室 かすがい 1 16

保 092 A4 区 SB1 地下室 ボルト・ナット 1 25 × 3

保 093 A4 区 SB1 地下室 のこぎり 2 34 × 7

保 094 A4 区 SB1 地下室 糸鋸柄か 1 27 × 8

保 095 A4 区 SB1 地下室 やすり 1 9 × 1.5

保 096 A4 区 SB1 地下室 はさみ柄 1 9 × 4

保 097 A4 区 SB1 地下室 フック付き棒 1 52

保 098 A4 区 SB1 地下室 ばね 1 径 1 × 1.5

保 099 A4 区 SB1 地下室 重り 1 6 × 4 ぶらり

保 100 A4 区 SB1 地下室 鉄片 1 9 × 5

保 101 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 9

保 102 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 26 × 15

保 103 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 26 × 6 片側刃状、片側櫛状

保 104 A4 区 SB1 地下室 用途不明 3 10 × 9 ２個体か

保 105 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 4.5 × 5.5

保 106 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 5 × 3

保 107 A4 区 SB1 地下室 用途不明 2 15 × 15 ねじ付き

保 108 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 7 × 9.5

保 109 A4 区 SB1 地下室 用途不明 3 38 × 1.5 細長い板の束

保 110 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 19

保 111 A4 区 SB1 地下室 用途不明 2 16 × 11

保 112 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 22 × 15

保 113 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 35 × 16

保 114 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 径 4 環状

保 115 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 径 2.5 釘か

保 116 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 径 2.5 釘か

保 117 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 21 × 18 銅線巻付、格子状

保 118 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 21 × 10 格子状
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保 119 A4 区 SB1 地下室 用途不明 1 径 20 ×高 5 塗料遺存、蓋か

保 120 A4 区 SB1 地下室 用途不明 2 44 × 25 蓋か

保 121 A4 区 SB1 地下室 用途不明 6 35 × 18 容器

保 122 A4 区 SK1 はさみ 1 18.5 × 8

保 123 A4 区 SK1　 用途不明 1 8 × 6 ×高 12

保 124 A4 区 SK1 王冠（ガラス瓶） 1 径 2.5「守山文化牛乳」、実測報告 1304

保 125 A4 区 SK3 バックル 1 3.5 × 2.5

保 126 A4 区 SK6 釘 2 11

保 127 A4 区 SK6 王冠 1 径 2.5

保 128 A4 区 SK14 用途不明 2 全 27 管状

保 129 A4 区 SK15 箱状製品 1 10.5 × 7 煙草入れかガラス面あり

保 130 A4 区 SK20 柄か 1 4.5 × 2.5 木の中に鉄

保 131 A4 区 SK20 用途不明 1 14 × 6 板状

保 132 A4 区 SK24 釘 5 10 接合関係不明

保 133 A4 区 SK24 鉄片 1 7 × 4 　

保 134 A4 区被爆面埋土 南京錠 1 4 × 7 ガラス溶着

保 135 A4 区 B 面埋土 包丁 1 20

保 136 A4 区 C 面埋土 角皿状製品 1 7 × 4

保 137 A4 区 C 面埋土 ハンマーヘッド 1 11 ×径 3

保 138 A4 区 C 面埋土 レンチ 1 8 × 2.5

保 139 A5 区 SF1 南京錠 3 錠 7 × 5.5 

カギ 3 × 2

保 140 A5 区墓 16 不明 2 14 × 3

保 141 A5 区墓 17 缶 1 径 7

保 142 A5 区墓 28 釘 1 5

保 143 A5 区墓 28 鉄片 5 5 × 4

保 144 A5 区墓 42 不明 1 直径 2.5

保 145 A5 区墓 47 釘 16 9

保 146 A5 区墓 47 釘 9 8.5 × 1.5

保 147 A5 区墓 54 釘 1 8

保 148 A5 区墓 54 不明 1 0.5 × 5

保 149 A5 区被爆面直上 用途不明 1 径 1.5 リング状

保 150 A5 区被爆面埋土 ピンセット・コンパス 2 ピンセット：12

コンパス：13.5

青銅製

保 151 A5 区埋土（トレンチ） 缶状製品 1 径 5 高 1.5

保 152 A5 区攪乱土 包丁 1 23 × 4.5

保 153 A5 区攪乱土 用途不明 1 9.5 × 2 木質残存

保 154 A5 区攪乱土 用途不明 1 径 1 2 個体溶着か

保 155 A6 区 SX7 缶蓋・身 5 10 × 8 × 0.2

保 156 A6 区墓 1 釘 1 7

保 157 A6 区墓 3 缶 4 径 7
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保 158 A6 区墓 3 缶蓋 1 径 8

保 159 A6 区墓 3 スコップ状製品 3 25 × 12 × 3.5 木柄遺存

保 160 A6 区墓 41 釘 2 4

保 161 A6 区墓 42 釘 1 3

保 162 A6 区墓 42 用途不明 1 12 × 1.5 へら状

保 163 A6 区墓 6 釘 1 5.5

保 164 A6 区墓 8 釘 2 3

保 165 A7 区墓 7 釘 1 0.5 × 9

保 166 A7 区墓 22 釘 2 5

保 167 A8 区 SD2 下層 碗 1 径 15 高 6.5 足つき

保 168 A8 区 SD2 下層 缶蓋 6 径 11 × 12 × 0.2

保 169 A8 区 SK4 縫い針 4 10 × 6 × 5 るつぼ片付着

保 170 A8 区 SK4 縫い針 11 4 × 0.1 × 0.1 バラで保存

保 171 A8 区 SK5 釘 1 6

保 172 A8 区 SK7 釘 1 12

保 173 A8 区 SK7 くさび 1 4 × 2

保 174 A8 区桝 1 かすがい 1 15

保 175 A8 区桝 1 釘 4 10

保 176 A8 区桝 1 排水口の金具 1 径 16

保 177 A8 区墓 32 やかん 1 径 16 高 13 塗料遺存

保 178 A8 区被爆面直上 縫い針 1 15 × 13 × 10 るつぼ片付着

保 179 A8 区被爆面埋土 かすがい 1 13

保 180 A8 区被爆面埋土 箱状製品 1 3 × 3 × 5

保 181 A9 区 SB1 石列直下 火かき棒か 1 22 × 10 × 1

保 182 A9 区 SB1B' 面埋土 糸切鋏ほか 4 長さ 14

保 183 A9 区 SK3 縫い針・釘・他 8 10 × 6 × 3

保 184 A9 区 SK4 縫い針 3 12 × 16 × 10

保 185 A9 区 SK4 縫い針 24 7 × 2 × 2

保 186 A9 区 SK4 縫い針・鉄塊 8 12 × 9 × 4

保 187 A9 区 SK4 縫い針・鉄塊 9 11 × 3 × 2

保 188 A9 区 SK4 鉄塊 1 24 × 23 × 6 布痕跡か

保 189 A9 区 SK4 はさみ 1 36 × 4 実測報告 1309

保 190 A9 区 SK4 用途不明 1 10.5 棒状

保 191 A9 区 SK5 用途不明 1 径 9 環状

保 192 A9 区 SK7 縫い針 1 36 × 24 × 14

保 193 A9 区 SK8 縫い針・鉄塊 12 11 × 4 × 3

保 194 A9 区 SK9 縫い針・箱 7 19 × 15 × 6 針バラで 2 本あり

保 195 A9 区 SK10 包丁 1 22 × 6 × 4 縫い針付着

保 196 A9 区 SK10 縫い針 1 38 × 27 × 15 塊、玉、坩堝片付着

保 197 A9 区 SK10 縫い針 1 20 × 16 × 10
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保 198 A9 区 SK10 縫い針 2 20 × 15 × 10

保 199 A9 区 SK10 縫い針 13 9 × 5 × 4

保 200 A9 区 SK10 縫い針 8 5.5 × 0.1 × 0.1 バラで保存

保 201 A9 区 SK10 縫い針 1 30 × 27 × 15

保 202 A9 区 SK10 縫い針 1 30 × 17 × 12

保 203 A9 区 SK10 縫い針 1 30 × 22 × 15

保 204 A9 区 SK10 縫い針 3 20 × 14 × 8

保 205 A9 区 SK10 縫い針 12 6 × 5 × 4

保 206 A9 区 SK10 縫い針 52 5 × 3 × 1

保 207 A9 区 SK10 縫い針 7 10 × 7 × 5

保 208 A9 区 SK10 縫い針 2 32 × 22 × 9 るつぼ片付着

保 209 A9 区 SK11 釘か 1 5

保 210 A9 区 SK11 下層 金槌・把手・缶 8 7 × 14 × 1

保 211 A9 区 SK11 下層 縫い針 2 8 × 4 × 4

保 212 A9 区 SK12 缶 1 径 10

保 213 A9 区 SK12 スコップ状製品 1 17 × 8

保 214 A9 区被爆面焼土層 釘 1 10

保 215 A9 区被爆面焼土層 用途不明 1 9 × 8 トレー状

保 216 A9 区被爆面焼土層 用途不明 1 8 × 7 U 字状、針金状

保 217 A9 区被爆面埋土 蓋 1 径 7.5 高 3

保 218 A9 区被爆面埋土 樋受け 3 25

保 219 A9 区被爆面埋土 樋受け 1 長さ 40

保 220 A9 区被爆面埋土 蝶番 1 2.5 × 7

保 221 A9 区被爆面埋土 ボルト・ワッシャー 1 7 × 33

保 222 A9 区被爆面埋土 バール 1 27

保 223 A9 区被爆面埋土 用途不明 1 9

保 224 A9 区 C 面埋土 火箸・把手 4 22 × 1 × 1

保 225 A10 区 SW1 キセル 3 14.5 × 2 実測報告 1314

保 226 A10 区 SK4 釘 2 5.5

保 227 B1 区 SW8 構成土 鉋の刃 1 7 × 7

保 228 B1 区 SW8 構成土 釘 1 4.5

保 229 B1 区 SW8 構成土 用途不明 2 7 × 4

保 230 B1 区 SW13 釘 2 2.5

保 231 B1 区 SD1 蓋か 1 径 3 ガラス溶着

保 232 B1 区 SD2 釘 1 4 頭のみか

保 233 B1 区 SK1 クリーム缶他 7 缶・かぎ針など

保 234 B1 区 SK1 青銅 10 環など

保 235 B1 区 SK1 銭 6 径 2.5

保 236 B1 区 SK1 把手金具他 6 把手・銅銭・カシメリング・銅板

保 237 B1 区 SK1 釣り針 11 6 × 6 × 2 アナゴ針
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保 238 B1 区 SK1 釣り針 15 甲イカ・チヌ・袖針

保 239 B1 区 SK1 釣り針 3 17 × 10 × 8

保 240 B1 区 SK1 釣り針 13 9 × 8 × 8 キツネ形

保 241 B1 区 SK1 釣り針 1 キツネ形・キス針混じり、瓦片融着

保 242 B1 区 SK1 釣り針 17 9 × 7 × 3 キス

保 243 B1 区 SK1 釣り針 1 11 × 5 × 3 不明

保 244 B1 区 SK1 釣り針 9 12 × 7 × 3 ソデ

保 245 B1 区 SK1 釣り針 6 6 × 10 × 5 不明とキス

保 246 B1 区 SK1 釣り針 1 6 × 5 × 2 アナゴ針

保 247 B1 区 SK1 釣り針 2 8 × 7 × 5 キツネ、瓦・ガラス質溶着

保 248 B1 区 SK1 釣り針 3 7 × 6 × 3 不明

保 249 B1 区 SK1 釣り針 2 6 × 4

保 250 B1 区 SK2 ネジ 1 2

保 251 B1 区 SK2 釘 1 3

保 252 B1 区 SK2 釘 2 5.5

保 253 B1 区 SK2 釘 1 3

保 254 B1 区 SK2 釘 1 3

保 255 B1 区 SK2 釘 1 4 木質残る

保 256 B1 区 SK2 釘 1 3

保 257 B1 区 SK2 釘 2 4

保 258 B1 区 SK2 釘 1 4

保 259 B1 区 SK2 釘 1 4.5

保 260 B1 区 SK2 釘 1 4.5

保 261 B1 区 SK2 釘 1 4

保 262 B1 区 SK2 釘 2 4

保 263 B1 区 SK2 用途不明 1 2.5

保 264 B1 区 SK12 鉄塊 1 7 × 7 溶着

保 265 B1 区 B 面埋土 包丁 1 12 × 4.5

保 266 B1 区 C 面埋土 釘 2 19.5

保 267 B1 区 C 面埋土 釘 6 17

保 268 B1 区 C 面埋土 釘 1 16

保 269 B1 区 C 面埋土 鉄銭か 1 径 3

保 270 B1 区 D 面埋土 包丁か 1 10 × 3

保 271 B1 区 D 面埋土 くさび 1 7 × 1.5

保 272 B1 区 D 面埋土 型抜き後の鉄板か 2 9 × 2.5

保 273 B1 区埋土（トレンチ） 釣針塊 1 5.5 × 4

保 274 B1 区埋土（トレンチ） 用途不明 1 17 一部中空

保 275 B1 区攪乱土 用途不明 1 14 筒状、中に芯

保 276 B2 区 SK1 釘 1 10.5

保 277 B3 区 SK1 蝶番 1 7.5 × 4.5
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保 278 B3 区 SK1 把手 1 11 × 5

保 279 B3 区 SK1 かすがい 1 8

保 280 B3 区 SK1 用途不明 1 6 × 3

保 281 B3 区 SK2 蓋 1 4.5 × 4

保 282 B3 区 SK2 王冠 1 径 3

保 283 B3 区 SK2 用途不明 1 径 3 リング状

保 284 B3 区 SK3 シャーレ状製品 1 径 11 高 1.5

保 285 B3 区 SK3 用途不明 1 9

保 286 B3 区 SK3 用途不明 1 5 × 3 ロ字状

保 287 B3 区被爆面埋土 箱状製品 1 5 × 3.5

保 288 B3 区被爆面埋土 王冠 1 径 2.5

保 289 B3 区被爆面埋土 キャスター 1 8 × 4

保 290 B3 区被爆面埋土 ハンマーヘッド 1 5.5 × 9

保 291 B3 区被爆面埋土 釘 7 4

保 292 B3 区被爆面埋土 用途不明 1 径 3.5 円盤状

保 293 B3 区 B 面埋土 用途不明 1 1.5 × 10 折畳みナイフか

保 294 B3 区 B 面埋土 用途不明 1 径 4

保 295 B3 区 C 面埋土 ボルト 1 10 × 3

保 296 B3 区 D 面 鍔 1 径 8 実測報告 1317

保 297 B4 区 SD1 のこぎりの刃か 3 10 × 1 袋に塗料片

保 298 B4 区 SD1 ナット 1 径 2.5

保 299 B4 区 SD1 針 7 5

保 300 B4 区 SD1 用途不明 1 6 × 1

保 301 B4 区 SK1 蓋 1 径 10 高 5

保 302 B4 区 SK1 電球 1 5 × 4

保 303 B4 区 SK1 蝶番 1 6 × 7

保 304 B4 区 SK1 用途不明 1 調整ねじ付き

保 305 B4 区被爆面埋土 鉄片 1 5 × 4.5

保 306 B4 区被爆面埋土 鋲 1 1 × 1

保 307 B4 区 C 面埋土 把手 1 12 × 14

保 308 B4 区 C 面埋土 鎌 1 19 × 10

保 309 B4 区 C 面埋土 釘 1 7.5 × 2.5

保 310 B4 区 C 面埋土 用途不明 1 12 × 3

保 311 B4 区埋土（トレンチ） 把手 1 12.5

保 312 B4 区攪乱土 包丁 1 23 × 4

保 313 B4 区攪乱土 包丁 1 18 × 3.5 ガラス溶着

保 314 B4 区攪乱土 蓋 1 径 10

保 315 B4 区攪乱土 蝶番 1 8 × 3 軸のみ鉄

保 316 B4 区攪乱土 自転車用鈴 1 径 6 高 5.5

保 317 B4 区攪乱土 用途不明 1 10 × 7 錠前鍵穴部
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保 318 B4 区攪乱土 用途不明 1 6 × 2.5 フォーク状

保 319 B5 区 C 面埋土 缶蓋 4 径 4

保 320 B5 区 C 面埋土 缶蓋 1 径 8 刻印付き、実測報告 1318

保 321 B6 区桝 2 排水口の金具 1 10 × 7

保 322 B6 区桝 2 排水口の金具 1 12 × 5

保 323 B6 区被爆面埋土 型抜き後の鉄板塊 3 22 × 17

保 324 B6 区被爆面埋土 鉄管 2 9 × 5

保 325 B6 区被爆面埋土 鉄板片 5 7 × 5

保 326 B6 区 B 面埋土 缶蓋 1 径 7

保 327 B6 区埋土（トレンチ） 型抜き後の鉄板塊 2 19 × 10

保 328 B6 区埋土（トレンチ） 型抜き後の鉄板塊 2 20 × 15 ×厚 3

保 329 B6 区攪乱土 碗 1 径 14 高 5 ホーロー、実測報告 1319

保 330 B7 区炉跡 1 ナタか 1 18 × 7

保 331 B7 区炉跡 2 ペール缶 7 その他破片

保 332 B7 区被爆面直上 釘 2 14

保 333 B7 区被爆面埋土 ワッシャか 1 径 4.5

保 334 B7 区被爆面埋土 釘 4 8

保 335 B8 区 SD1 缶蓋 1 径 8 刻印付き、実測報告 1320

保 336 B8 区 SD1 蓋 1 径 7.5

保 337 B8 区 SK3 缶 1 径 8

保 338 B8 区 SK3 缶 1 径 17 溶着

保 339 B8 区 SK3 缶 10 径 6 溶着あり

保 340 B8 区 SK3 缶 12 径 6 溶着あり

保 341 B8 区 SK3 缶 1 径 8 高 7 内容物あり

保 342 B8 区 SK3 缶 3 径 6 溶着あり

保 343 B8 区 SK3 缶 2 径 6 溶着あり

保 344 B8 区 SK3 缶 1 径 10.5 高 5 炭化内容物あり

保 345 B8 区 SK3 缶 1 径 5 高 6

保 346 B8 区 SK3 缶 1 径 11 高 5.5 内容物（塗料か）あり

保 347 B8 区 SK3 缶 1 径 11 高 7 内容物あり

保 348 B8 区 SK3 缶 1 径 7.5 高 4

保 349 B8 区 SK3 缶 3 径 6

保 350 B8 区 SK3 缶 2 径 10 高 10 内容物（塗料）あり

保 351 B8 区 SK3 缶 1 高 6

保 352 B8 区 SK3 缶 1 径 11 高 6

保 353 B8 区 SK3 缶 1 径 10

保 354 B8 区 SK3 缶 1 径 6 高 6

保 355 B8 区 SK3 缶 6 － 細片

保 356 B8 区 SK3 缶 3 細片

保 357 B8 区 SK3 缶蓋 1 径 8 実測報告 1321
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番号 遺構名 器種 数量 法量 特徴等

保 358 B8 区 SK3 缶蓋・身 8 6 × 3 × 0.2

保 359 B8 区 SK3 栓 1 10 × 6「賀茂鶴」

保 360 B8 区 SK3 やかん 1 径 14.5 高 11

保 361 B8 区 SK7 缶 1 径 8

保 362 B8 区 SK7 缶 2 7 × 10 塗料遺存

保 363 B8 区 SK7 鉄片 3 13 × 7

保 364 B8 区 SK14 釘 1 15 頭部？状

保 365 B8 区墓 11 缶蓋 1 径 5

保 366 B8 区被爆面直上 線香たて 1 径 9.5 高 4.5

保 367 B8 区被爆面焼土層 タガネか 1 8

保 368 B8 区被爆面焼土層 釘状製品 2 9.5

保 369 B8 区被爆面埋土 弁当箱かの蓋 1 15 × 9

保 370 B8 区 B 面埋土 用途不明 1 9

保 371 B8 区 B' 面埋土 缶 1 9 × 8.5 塗料遺存

保 372 B8 区 B' 面埋土 缶 1 10 × 8.5 塗料遺存

保 373 B8 区 B' 面埋土 缶 1 10.5 × 5.5 塗料遺存

保 374 B9 区 SK2 缶 1 8 × 12 × 6 塗料遺存

保 375 B9 区 SK2 排水口の金具 1 径 16

保 376 B9 区 SK2 コンセントか 1 10 × 6.5 × 5.5

保 377 B9 区被爆面直上 缶 1 9.5 × 6.5 × 4 サクマドロップ缶状

保 378 B9 区被爆面直上 缶蓋・身 1 9 × 7 × 4.5 サクマドロップ缶状

保 379 B9 区被爆面直上 缶身 1 12 × 10

保 380 B9 区被爆面直上 機械部品か 1 4.5 × 4

保 381 B9 区被爆面直上 蝶番 1 6 × 4

保 382 B9 区被爆面直上 釘 1 8

保 383 B9 区被爆面直上 釘 1 9.5

保 384 B9 区被爆面直上 用途不明 1 径 3 高 4 筒状

保 385 B9 区被爆面埋土 缶蓋 1 径 5 実測報告 1322

保 386 B9 区被爆面埋土　 ハンマーヘッド 1 3.5 × 10

保 387 B9 区被爆面焼土層 缶 1 7 × 8 角形

保 388 B9 区被爆面焼土層 栓 1 径 2 × 3 本体磁器

保 389 B9 区被爆面焼土層 蝶番 1 7 × 8

保 390 B10 区 SW2 皿 1 径 11 高 1.5 シャーレ状

保 391 B10 区 SW3 用途不明 1 14 × 5 包丁か

保 392 B10 区 SK2 栓 1 6 × 7 本体焼物

保 393 B10 区 SK2 ペダル 1 14 × 7

保 394 B10 区 SK2 電池 1 径 5 × 12 中に炭

保 395 B10 区 SK2 ボルト・ワッシャ・ナット 2 23 × 5

保 396 B10 区 SK2 用途不明 1 径 8

保 397 C1 区 SF1 用途不明 1 径 10
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番号 遺構名 器種 数量 法量 特徴等

保 398 C1 区 SF1 用途不明 1 径 11 環状

保 399 C1 区 SF1 用途不明 1 径 9.5 高 6

保 400 C1 区 SF1 用途不明 1 15 ×径 4 パイプ状

保 401 C1 区 SK2 釘と飾金具 1 長 11、6.5 × 6.5

保 402 C1 区 SK4 鍬か 1 11 ×高 8.5

保 403 C1 区 SK5 包丁 1 18 × 4.5

保 404 C1 区 SK10 鉄片 3 9 × 4.5

保 405 C1 区 SK14 鋤先 1 32 × 17 実測報告 1325

保 406 C1 区炭だまり かみそりか 1 12 × 1.5

保 407 C1 区炭だまり 釘 2 5.5

保 408 C1 区炭だまり 鉄塊 2 8 × 6

保 409 C1 区桝 2 釘 1 4.5

保 410 C1 区桝 2 釘・鉄片 26 8

保 411 C1 区被爆面埋土 用途不明 1 12.5 調節ねじ付き

保 412 C1 区被爆面埋土 用途不明 1 8

保 413 C1 区 B 面埋土 釘 1 9

保 414 C1 区 B 面埋土 用途不明 1 径 3.5 高 4.5 内側にねじ山

保 415 C1 区 F 面埋土 釘 1 14

保 416 C1 区 F 面埋土 小柄 1 1.5 × 9.5 実測報告 1328

保 417 C1 区 F 面埋土 用途不明 1 8 × 2.5 刀子か

保 418 C1 区 F'' 面埋土 かすがいか 1 8

保 419 C2 区 SK2 薄板の塊 3 10 × 10

保 420 C2 区 SK2 用途不明 1 径 3 × 8 パイプ状、土器溶着

保 421 C2 区 SK4 包丁 1 20 × 5.5

保 422 C2 区 SK4 不明 1 8

保 423 C2 区 SK6 缶 1 径 6

保 424 C2 区 SK8 缶蓋 6 径 7

保 425 C2 区 SK8 用途不明 1 30 角棒

保 426 C2 区 SK8 用途不明 1 25 ×径 5 棒状、剥離片多数

保 427 C2 区被爆面埋土 折り畳みナイフ 1 8.5 × 1.5

保 428 C2 区 B 面埋土 釘 3 11

保 429 C2 区 C 面埋土 包丁 1 22 × 5.5

保 430 C2 区 F 面埋土 鉄塊 4 9 × 7

保 431 C3 区道路 E 面 用途不明 1 5 × 4 U 字状

保 432 C3 区 SK1 三輪車フロント部分 1 39 × 30 × 23 2 分割

保 433 C3 区 SK1 縁金具 1 27 × 21

保 434 C3 区 SK1 はさみ（片側） 1 11

保 435 C3 区 SK1 かすがい 1 13 × 4.5

保 436 C3 区 SK1 用途不明 1 径 10 厚 6.5 車輪状

保 437 C3 区 SK1 用途不明 1 17 × 3.5 扁平
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番号 遺構名 器種 数量 法量 特徴等

保 438 C3 区 SK1 用途不明 1 径 8 リング状

保 439 C3 区 SK1 用途不明 1 15 × 2.5 鏨か

保 440 C3 区 SK2 カイロか 1 12 × 7

保 441 C3 区 SK2 ワッシャ 1 5.5 × 5.5

保 442 C3 区 SK10 小柄 1 9 × 1 外側銅、実測報告 1328

保 443 C3 区土器だまり 鎌 1 22 × 7 実測報告 1331

保 444 C3 区被爆面埋土 栓の金具か 1 5 × 5 × 5

保 445 C3 区被爆面埋土 蝶番 1 5 × 3

保 446 C3 区被爆面埋土 蓋か 1 径 3.5

保 447 C3 区被爆面埋土 用途不明 1 径 3 リングと留め金具

保 448 C3 区被爆面埋土 用途不明 1 径 8 環状

保 449 C3 区被爆面埋土 用途不明 1 6 × 1.5 留金具か

保 450 C3 区 B 面埋土　 用途不明 1 29 × 11 クランク状

保 451 C3 区 B 面埋土 用途不明 1 径 4 円筒状

保 452 C3 区 B ～ D 面埋土

（トレンチ）

やっとこ 1 23 × 6

保 453 C3 区 B ～ D 面埋土

（トレンチ）

用途不明 1 径 6 環状

保 454 C3 区 B ～ D 面埋土

（トレンチ）

用途不明 1 径 3 車輪状（2 ケ）

保 455 C3 区攪乱土 モーターの部品か 1 7 × 6.5 銅部分あり

保 456 C3 区攪乱土 用途不明 1 7 × 6 U 字状

保 457 C3 区攪乱土 用途不明 1 6 × 5 鉄片

保 458 C4 区 SB2 下層 刀子状製品 2 15 × 2.5

保 459 C4 区 SD1 釘 1 12

保 460 C4 区 SD1 用途不明 4 32 × 4 断面 V 字状、押切か

保 461 C4 区 SK21 釘 1 7

保 462 C4 区井戸 1 用途不明 2 30.5 × 3.5 断面 V 字状、押切か

保 463 C4 区桝 1 せんぬき 1 8 × 5 出土時ガラス溶着

保 464 C4 区被爆面埋土 鍋 1 径 21.5 高 6 ホーロー

保 465 C4 区被爆面埋土 用途不明 1 20 W 字状

保 466 C4 区 B 面埋土 自転車用鈴か 1 径 7

保 467 C4 区 B 面埋土 ガス栓 1 14 × 7

保 468 C4 区 C 面埋土 せんぬき 1 5 × 5

保 469 C4 区 H 面埋土 小柄 1 10 × 1 実測報告 1334

保 470 C4 区攪乱土 ハンマーヘッド 1 7 × 3

保 471 C5 区 SB1 レンチ 1 45 × 8.5 実測報告 1336

保 472 C5 区 SW4 用途不明 1 30 × 14

保 473 C5 区 SK1 用途不明 1 24 × 4

保 474 C5 区 SK2 用途不明 5 7 × 1

保 475 C5 区 SK3 缶蓋・身 2 径 8
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番号 遺構名 器種 数量 法量 特徴等

保 476 C5 区 SK3 家具角の飾り金具か 3 5 × 5 × 6

保 477 C5 区 SK3 缶状製品 1 径 4 合子状

保 478 C5 区 SK3 何かの足か 1 9 × 12

保 479 C5 区 SK6 缶 8 径 6

保 480 C5 区 SK6 包丁 1 34 × 3.5

保 481 C5 区 SK6 釘 1 1 × 6.5

保 482 C5 区 SK14 釘 1 7

保 483 C5 区 SK33 用途不明 1 5 × 5

保 484 C5 区 SX1 用途不明 1 57 × 5

保 485 C5 区 SX1 裏込 用途不明 1 径 23 円盤状

保 486 C5 区 SX4 用途不明 1 32 × 8 魚骨状

保 487 C5 区 SX5 飾金具束 3 3 × 3

保 488 C5 区桝 1 釘 1 5 × 4 L 字状

保 489 C5 区被爆面面直上 用途不明 4 33 × 20 板状

保 490 C5 区被爆面埋土 キャスター 1 10 × 5

保 491 C5 区被爆面埋土 バックルか 1 4.5 × 4

保 492 C5 区被爆面埋土 飾金具の束 1 2.5 × 2.5 × 2.5

保 493 C5 区被爆面埋土 用途不明 1 5 × 14

保 494 C5 区埋土（トレンチ） 用途不明 1 径 5 環状

保 495 C5 区攪乱土 栓 1 5 × 7 本体磁器

保 496 C6 区 SB2 樋受け 1 12.5 × 10

保 497 C6 区 SB2 ふすまの把手 1 20 × 35

保 498 C6 区 SB2 釘 1 7

保 499 C6 区 SB2 用途不明 2 15 棒状

保 500 C6 区 SF2 床直上 用途不明 1 径 9 蜘蛛の巣状

保 501 C6 区堀 用途不明 1 13

保 502 C6 区堀 用途不明 1 20 × 20 × 10 半球状

保 503 C6 区堀 用途不明 1 直径 1.5

保 504 C6 区堀上層 釘 4 11

保 505 C6 区堀上層 釘 7 8

保 506 C6 区 SK1 蝶番 1 4 × 6

保 507 C6 区 SK1 用途不明 1 6.5 ×８× 7

保 508 C6 区 SK2 樋受けか 1 14

保 509 C6 区 SK2 釘 3 7

保 510 C6 区 SK3 缶蓋 1 径 6

保 511 C6 区 SK3 桶受けか 1 長さ 15

保 512 C6 区 SK8 ボウル 1 径 22.5

保 513 C6 区 SK9 扉（蓋） 1 19 × 12

保 514 C6 区 SK9 扉（蓋） 1 16 × 10

保 515 C6 区 SK9 箱状製品（底なし） 1 16 × 11.5 ×高 6
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保 516 C6 区 SK9 用途不明 4 1.5 × 18 環状の一部

保 517 C6 区 SK9 用途不明 4 4 × 21 環状の一部

保 518 C6 区 SK9 用途不明 2 1 × 6 管状

保 519 C6 区 SK9 用途不明 1 4.5 × 9

保 520 C6 区 SK9 用途不明 1 31 × 5 環状の一部、断面 L 字状

保 521 C6 区 SK13 釘か 1 26

保 522 C6 区 SK13 用途不明 1 12 × 4.5 環状の一部

保 523 C6 区 SK16 釘 1 11

保 524 C6 区被爆面埋土 包丁 2 長さ 21、19

保 525 C6 区被爆面埋土 排水溝の金具 1 径 14

保 526 C6 区被爆面埋土 飾金具 1 6 × 6 × 1

保 527 C6 区埋土（トレンチ） 用途不明 1 径 7 半球状

保 528 C6 区攪乱土 用途不明 1 23 × 3.5 環状の一部、断面 L 字

保 529 C7 区 SK3 ガスコンロ 1 長さ 30 径 15

保 530 C7 区被爆面埋土 包丁 1 18

保 531 C8 区堀 釘 1 5.5 L 字状、実測報告 1355

保 532 C8 区堀上層 釘 1 24 実測報告 1356

保 533 C8 区 SK5 釘 2 16

保 534 C8 区 SK5 蓋 1 径 20 ホーロー

保 535 C8 区 SK8 缶蓋 1 径 8 2 分割

保 536 C8 区 SK14 釘 1 9.5

保 537 C8 区 SK14 釘 1 7 × 0.5

保 538 C8 区 SK14 用途不明 1 径 7 C 字状

保 539 C9 区 SK2 釘 1 8

保 540 C9 区井戸 1 弁当箱（身・蓋） 2 11 × 8

保 541 C9 区井戸 1 釘 4 7

保 542 C9 区井戸 1 栓 1 6 × 7 本体磁器

保 543 C9 区 P1 釘 2 29

保 544 C9 区被爆面埋土 包丁 1 24 × 6 木柄残る

保 545 D3 区 SD1 フック 1 11 × 6

保 546 D3 区 SD1 鉄片 2 8 × 5

保 547 D3 区 SK1 王冠 17 径 3

保 548 D3 区 SK1 王冠 2 径 3 ガラス溶着

保 549 D3 区 SK1 王冠 6 径 3

保 550 D3 区 SK1 くつべらか 1 4

保 551 D3 区 SK1 蹄鉄状製品 1 9 × 5

保 552 D3 区 SK1 時計か 1 16 × 16 × 15 本体瓦溶着

保 553 D3 区 SK1 かすがい 1 13

保 554 D3 区 SK1 かすがい 1 14

保 555 D3 区 SK1 キリ 1 10.5
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保 556 D3 区 SK1 釘 4 11

保 557 D3 区 SK1 釘 23 12

保 558 D3 区 SK1 鉄片群 25 数センチ

保 559 D3 区 SK1 用途不明 1 9 × 3.5

保 560 D3 区 SK1 用途不明 1 径 8 環状

保 561 D3 区 SK1 用途不明 1 6 × 6 × 2

保 562 D3 区 SK1 用途不明 1 11 × 7 棚受けか

保 563 D3 区 SK1 用途不明 8 8.5 × 4 鉄片

保 564 D3 区 SK1 用途不明 1 径 5.5 高 5 電池か

保 565 D3 区 SK2 おもり 1 5 × 4

保 566 D3 区 SK2 把手 1 25

保 567 D3 区 SK2 把手 1 14 ×太さ 1

保 568 D3 区 SK2 電気スタンド 1 26 × 9

保 569 D3 区 SK2 飾金具 1 ７× 6

保 570 D3 区 SK2 留金具 1 4 × 6

保 571 D3 区 SK2 不明 1 28

保 572 D3 区 SK2 不明 1 10 ×７

保 573 D3 区 SK4 弁当箱・蓋 3 10 × 15.5

保 574 D3 区 SK4 缶 1 5.5 × 6

保 575 D3 区 SK4 缶 1 7 × 5

保 576 D3 区 SK5 締め金具 1 15 × 8

保 577 D3 区 SK5 樋受け 2 30

保 578 D3 区 SK5 釘 1 12.5

保 579 D3 区 SK9 用途不明 1 半球状

保 580 D3 区 SK11 留め金具 1 径 4 実測報告 1365

保 581 D3 区被爆面埋土 蓋 2 径 3

保 582 D3 区 B 面埋土 王冠 1 径 3

保 583 D3 区 B 面埋土 樋受け 1 27

保 584 D3 区 B 面埋土 ボルト 1 11

保 585 D3 区 B 面埋土 ボルト・ワッシャ 

・ナット・金具

1 32 × 14

保 586 D3 区 B 面埋土 釘 1 10

保 587 D8 区防空壕 椀 1 径 12.5 高 6.5

保 588 D8 区防空壕 蓋 1 径 4

保 589 D8 区防空壕 かすがい、刀子状製品 2 3 × 22、2 × 12

保 590 D8 区防空壕　床面直上 釘 4 10

保 591 D8 区防空壕 釘 1 23

保 592 D8 区防空壕 釘 1 10.5

保 593 D8 区防空壕 釘 2 25

保 594 D8 区防空壕 用途不明 2 30 × 15

保 595 D8 区防空壕 用途不明 1 47 L 字の棒状

保 596 D8 区防空壕 用途不明 1 18 × 8 把手付き

保 597 D8 区被爆面埋土 かすがい 1 17

保 598 D8 区被爆面埋土 釘 3 18

保 599 D8 区被爆面埋土 釘状製品 1 28 頭部ヘラ状

保 600 D8 区被爆面埋土 釘状製品 1 14
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Ⅳ　自然科学的分析
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１　土坑から出土したガラス瓶の内容物

　　　　　　　　　　　　　　　藤根　久・バンダリ…スダルシャン・佐々木由香（パレオ ･ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査において、土坑から複数のガラス瓶が検出された。これらのガラ
ス瓶内には、褐色などを呈する液体や種実がコルク栓等で密閉されていた。ここでは、これらのガ
ラス瓶の内容物について検討した。

2．試料と方法
　試料は、A3 区 SK3 から出土したガラス瓶の内容物 5 点である（表 1）。ガラス瓶は、分析 No.4

が高さ 30cm、容量 720ml 程度のやや青みのある透明ガラス製の四合瓶で、その他の 4 本はやや

青みのある透明ガラス製の一升瓶である。各試料は、注入型計量容器とポリ塩化ビニル製チューブ

を用いて吸引して採取した。分析は、すべての試料について赤外分光分析を行った。なお、分析

No.4 は、ガラス瓶底部に種実が堆積していたが、取り出せないためガラス瓶の外側から観察して

種実同定を行った。

　赤外分光分析は、いずれも高温乾燥器内で 40℃、24 時間乾燥して測定試料とした。ただし、分

析 No.4 は夾雑物が多いため、乾燥前の液体を測定した。各試料は、厚さ 1mm 程度にプレスした

臭化カリウム（KBr）結晶板上に展開・塗布した。測定は、フーリエ変換型顕微赤外分光光度計（日

本分光（株）製 FT/IR-410、IRT-30-16）を用いて、透過法により赤外吸収スペクトルを測定した。

3．結果
　以下に、各試料の特徴と赤外分光分析の結果などについて述べる。なお、赤外吸収スペクトル図

の縦軸は透過率（%R）、横軸は波数（Wavenumber (cm-1)；カイザー）を示す。また、吸収スペク

トルに示した数字は、比較試料（添加物を含まない市販の圧搾ゴマ油と醤油）の赤外吸収位置（表

2、表 3）を示す。

［分析 No.1 ～ 3（ビン①～ビン③）］

　これらの試料は、褐色の液体であるが、乾燥すると油質分が残留する（図版 1-1 ～ 3）。なお、

分析 No.3 では、2 相に分離した油部が見られ、底部には黒褐色細粒物が沈殿する。

表1　分析試料とその概要

分析No. 調査区 遺構 試料 瓶サイズ 内容物の特徴 乾燥状態

1 ビン① 一升瓶 褐色 油質（淡褐色）

2 ビン② 一升瓶 褐色 油質（淡褐色）

3 ビン③ 一升瓶 褐色 油質

4 ビン④ 四合瓶 暗褐色 夾雑物固化

5 ビン⑤ 一升瓶 黒褐色 樹枝状紋様

A3区 SK3
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　油質分の赤外分光分析では、これらの試料は同様の

吸収スペクトルを示した（図 1-1 ～ 3）。比較試料の

ゴマ油と比較すると、ゴマ油に検出された炭化水素の

吸収（No.2 ～ No.4）、吸収 No.7 や No.9 と吸収が一

致したが、その他の吸収は一致しなかった。これらの

油質は植物系油と推定されるが、検出されなかった吸

収は経年変化による消失と考えられる。

　なお、ゴマ油をはじめ、麻の実油、米油、エゴマ油、

ヒマワリ油、アマニ油などの植物油はほぼ同様の赤外

吸収スペクトルを示す（図 2-6）。

［分析 No.4（ビン④）］

　この試料は、四合瓶の内容物であるが、完形の種子

が底部に厚さ 4cm 程度堆積し、その上に種子様物が

厚さ 12cm 程度の厚さで堆積する。さらにその上部に

は、暗褐色の液体が見られる。この液体を乾燥した後

では、夾雑物が多く、油質分は確認されなかった。

　種実はクリーム色で、上面観は扁平、側面観は狭倒

卵形である。種皮が除去された状態で、表面は平滑で

あり、縁に沿った浅い溝は見られなかった。種実の形

態は、長さ 2.6mm、幅 1.6mm である（図版 1-4b）。以上の形態的特徴から、ゴマ（Sesamum 

orientale L. ゴマ科）の種実と同定される。

　上部の液体は、40℃で乾燥すると完全には乾燥しないが、夾雑物が多く含まれていた（図版

1-4a）。乾燥前の液体の赤外分光分析では、ゴマ油に検出された炭化水素の吸収（No.2 ～ No.4）

とはややズレが生じ、他の吸収も一致していない（図 2-4）。

　上部の液体は、夾雑物が多い暗褐色の液体で、赤外吸収スペクトルはゴマ油の成分と一致しない

ため、ゴマ種実などの夾雑物の成分が含まれていると考えられる。油質分が少なく、種実自体が多

く残存していることから、アルコール付けで種実を保管していたと考えられる。なお、この赤外分

光分析法によるアルコールの同定は、揮発性が高く測定は困難である。

［分析 No.5（ビン⑤）］

　この試料は、黒褐色の液体であるが、乾燥すると樹枝状紋様が残存した（図版 1-5）。赤外分光

分析では、比較試料とした醤油とほぼ同様の吸収スペクトルが得られた（図 2-5）。なお、市販の

醤油を乾燥させると、同様の樹枝状模様が見られた（図版 1-6）。

表2　ゴマ油の赤外吸収位置とその強度

№ 位置 強度
1 3008.41 78.3251
2 2952.48 58.1389
3 2927.41 45.0199
4 2854.13 50.9529
5 1747.19 47.9833
6 1652.70 96.6813
7 1463.71 73.8120
8 1419.35 89.3619
9 1375.00 84.3210
10 1240.00 77.3319
11 1162.87 64.2662
12 1120.44 79.9960
13 1099.23 79.7826
14 727.03 91.9432

表3　醤油の赤外吸収位置とその強度

№ 位置 強度
1 2973.06 33.9617
2 1631.48 15.3623
3 1517.70 43.0957
4 1455.99 43.8726
5 1407.78 25.9629
6 1351.86 46.7203
7 1112.73 48.4087
8 1081.87 45.6447
9 1045.23 43.9314
10 921.81 67.3228
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2　出土炭化物の同定

小林克也・竹原弘展（パレオ・ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査で出土した炭化物の同定を行なった。

2．試料と方法
　試料は、A4 区 SB1 地下室から出土した炭化材 1 袋（試料 No.2）と、A3 区 SB1 西から出土した

炭化材 1 袋（試料 No.3）の、計 2 袋である。袋内には複数の炭化物がみられたため、1 袋中より

5 点の炭化物を抽出し、それぞれに 1 ～ 5 の枝番を付けた。時期については、1945 年の原爆投下

以前と考えられている。試料中で金属光沢を呈した試料 No.2-5 については、同定前に蛍光 X 分析

装置（堀場製作所製分析顕微鏡 XGT-5000Type Ⅱ）で成分分析を行なった。

　同定は、まず試料を乾燥させ、木材については横断面（木口）、接線断面（板目）、放射断面（柾

目）に対して、カミソリと手で割断面を作製し、整形して試料台にカーボンテープで固定した。炭

化物については、試料の一部に対してカミソリと手で割断面を作成し、整形して試料台にカーボン

テープで固定した。その後イオンスパッタにて金蒸着を施し、走査型電子顕微鏡（KEYENCE 社製

　VE-9800）にて検鏡および写真撮影を行なった。

3．結果

　蛍光 X 線分析により得られたスペクトルおよびファンダメンタル・パラメータ法による半定量

分析結果を図版 2-8 に示す。

　硫黄（S）、亜鉛（Zn）、ケイ素（Si）が多く検出され、ほかにアルミニウム（Al）、鉄（Fe）、カ

リウム（K）、チタン（Ti）、カルシウム（Ca）、鉛（Pb）、ジルコニウム（Zr）が検出された。

　同定の結果では、針葉樹のスギと、広葉樹のコナラ属アカガシ亜属（以下、アカガシ亜属）、種

不明の広葉樹、不明炭化物がみられた。試料 No.2 では不明炭化物が 2 点、スギ、アカガシ亜属、

広葉樹が各 1 点みられ、試料 No.3 では広葉樹が 3 点、不明炭化物が 2 点みられた。同定結果を表

1 に示す。

　以下に、同定された試料の特徴を記載し、図版に走査型電子顕微鏡写真・試料写真・蛍光 X 線

スペクトルを示す。

（1）スギ　Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don　ヒノキ科　図版 1　1a-1c(No.2-1)

　道管と放射組織、樹脂細胞で構成される針葉樹である。晩材部は厚く、早材から晩材への移行は

緩やかである。放射組織は単列で、高さ 2 ～ 15 列となる。分野壁孔は孔口が大きく開いた大型の

スギ型で、1 分野に普通 2 個みられる。

　スギは大高木へと成長する常緑針葉樹で、天然分布は東日本の日本海側に多い。比較的軽軟で、

切削などの加工が容易な材である。
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（2）コナラ属アカガシ亜属　Quercus subgen. Cyclobalanopsis　ブナ科　図版 1　2a-2c(No.2-2)

　厚壁で丸い大型の道管が、放射方向に配列する放射孔材である。軸方向柔組織はいびつな線状と

なる。道管は単穿孔を有する。放射組織は同性で、単列のものと広放射組織がみられる。

　コナラ属アカガシ亜属は、材組織の観察では道管の大きなイチイガシ以外は種までの同定ができ

ない。したがって、本試料はイチイガシ以外のアカガシ亜属である。アカガシ亜属にはアカガシや

ツクバネガシなどがあり、暖帯に分布する常緑高木の広葉樹である。材は重硬かつ強靭で、耐水性

があり、切削加工は困難である。

（3）広葉樹　Broadleaf-wood　図版 1　3a-3c(No.2-4)

　横断面で道管が確認できるが、被熱などの影響により材が収縮し、道管の穿孔や放射組織の形状

が確認できなかった。

（4）不明炭化物　Unknown-charcoal　図版 2　4a(No.2-3)、5a(No.2-5)、6a(No.3-4)

　電子顕微鏡観察では径 50 ～ 200µ ｍ程度の空隙が全体的に確認され、多孔質状を呈する。肉眼

観察では基本的に黒色だが、一部金属光沢を呈する試料もみられる。

4．考察

　A4 区 SB1 地下室から出土した試料は、スギとアカガシ亜属、広葉樹、不明炭化物であった。試

料は地下室内の床面と被爆瓦礫層の間にみられ、20cm ほど厚く堆積していた。また A3 区 SB1 西

から出土した試料は、広葉樹と不明炭化物であった。この試料は住居跡の土台の中に敷かれていた。

A4 区 SB1 地下室と A3 区 SB1 西では、いずれも建物内で燃焼した形跡は確認できず、遺構外で燃

焼した炭化物が持ち込まれて、地下室や住居跡に敷いたと考えられる。

　炭化物の構成は、いずれもスギ、アカガシ亜属、広葉樹などの木材と、不明炭化物である。不明

炭化物では試料 No.2-5 が金属光沢を呈しており、蛍光Ｘ線分析の結果、亜鉛が顕著に確認された。

よってこれらの炭化物は、木材を燃料として燃焼している中に、亜鉛を使用した製品などの木材以

外のものが投入されて、共に焼かれていたと推測される。

　なお、A4 区 SB1 地下室および A3 区 SB1 西の近くには、明治～大正期に缶詰工場が建てられて

おり、工場内ではボイラーや炉が使用されていた。また昭和期にはいってからは、銭湯も建てられ

ている。今回の試料は、それら工場や銭湯のボイラーなどの燃料材残渣を回収し、遺構内に敷いて

いた可能性が考えられる。

表1　出土炭化物の樹種同定結果
試料No. 出土地点 層位 種類 樹種 備考 時期

2-1 スギ
2-2 コナラ属アカガシ亜属
2-3 不明炭化物
2-4 広葉樹
2-5 不明炭化物 表面一部金属光沢
3-1 広葉樹 表面白色
3-2 広葉樹 表面白色
3-3 広葉樹 表面白色
3-4 不明炭化物 表面白色
3-5 不明炭化物 表面白色

1945年以前

A4区SB1地下室

A3区SB1西

コークス状物質

コークス状物質

床面直上

家屋
土台中（B

面）
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3　出土鉄製品の科学分析

日鉄住金テクノロジー株式会社

１．いきさつ
　広島平和記念資料館の発掘調査に伴い、江戸時代～明治初期と推測される遺構から、大量の縫い

針の束、製造過程の針製品等が出土した。そこで当時の針の材質や、製作方法等を知るため、調査

を実施した。

２．調査方法
　2.1　供試材

　出土した針束は錆で固まった状態であった。供試材を表１に示す。このうち個々の針の取り外し

が可能であった A9 区 SK10 出土品（番号 1：調査符号 HI-1）、A9 区 SK4 出土品（番号 3：調査符

号 HI-3）を今回調査の対象とした。

 

　 2.2　調査項目

（１）実体顕微鏡観察

　A9 区 SK10、A9 区 SK4 から出土した針束から選択した、各 2 本（HI-1E,F 、HI-3E,F）の針孔部

を実体顕微鏡（Stereo microscope）で観察後、写真を撮影した。

（２）マクロ・顕微鏡組織

　針の材質や針孔の製作方法、熱処理（焼き入れ）の有無等を確認するため、試料（HI-1E,F 、HI-

3E,F）は針頭と針先に二分し、針孔は遺構単位で１点ずつ横断面（E）と縦断面（F）を観察するよ

う樹脂埋め込み試料を作成した。

　また金属反射顕微鏡を用いて試料断面の全体像を撮影した。さらに倍率を上げて代表的な視野を

写真撮影した。組織観察には 3% ナイタール（硝酸アルコール液）を使用した。

表1  供試材の履歴と調査項目

計測値
試料符号 出土位置 実体 顕微鏡 備考

残存長(ｍｍ) 重量(ｇ) 顕微鏡
マクロ
組織 組織

ﾋﾞｯｶｰｽ断
面硬度 EPMA 化学分析

E 50.5 0.24 ○ ○ ○ ○ ○

F 52.0 0.24 ○ ○ ○ ○ ○

（化学分析） - 約6g 〇
針束から外した時に、針孔が不明瞭であった
25本を化学分析試料とした。

E 51.0 0.17 ○ ○ ○ ○ ○

F 49.5 0.17 ○ ○ ○ ○ ○

（化学分析） - 約6g 〇
針束から外した時に、針孔が不明瞭であった
30本を化学分析試料とした。

針頭と針先に二分割し、顕微鏡試料を作成し
た。針孔は横方向（e）と縦方向（f）に埋め込
み、断面観察した

針頭と針先に二分割し、顕微鏡試料を作成し
た。針孔は横方向（e）と縦方向（f）に埋め込
み、断面観察した

HI-1

HI-3

調査項目

A9区SK10

A9区SK４
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（３）ビッカース断面硬度  

　ビッカース断面微小硬度計（Micro Vickers Hardness Tester）を用いて硬度を測定した。ビッカー

ス硬さは測定箇所に圧子（136 ゜の頂角をもったダイヤモンド）を押し込んだ時の荷重と、それ

により残された窪み（圧痕）の対角線長さから求めた表面積から算出される。圧痕の寸法測定に顕

微鏡用を併用し、窪みづけの荷重は 300gf とした。

（４）EPMA 調査

　EPMA（日本電子製㈱ JXA-8230）を用いて、鉄中非金属介在物の組成を調査した。測定条件は

以下の通りである。加速電圧：15kV、照射電流（分析電流 )：2.00E-8A。

（５）化学分析

　A9 区 SK10 出土針束から外した針孔の不明瞭な個体 25 本（HI-1）、同じく A9 区 SK4 出土針束

から外した針 30 本（HI-3）を（ともに約 6g）分析試料とした。この時点で、すべての針の表面

が錆で覆われていた（写真 9 上段）。そこで溶剤に浸漬し超音波洗浄後、イビット溶解により錆の

除去を試みた。それにより金属光沢も確認できた。しかし、錆の完全な除去は困難であった（写真

9 下段）。

　試料 HI-1、3 のそれぞれ 0.5g を用いて、定量分析を行った。測定元素と方法は以下の通りである。

　①　炭素（C）、硫黄（S）：高周波誘導加熱燃焼－赤外線吸収法。

　②　マンガン（Mn）、リン（P）、珪素（Si）、銅（Cu）、バナジウム（V）、アルミニウム（Al）、

チタン（Ti）：誘導結合プラズマ発光分光分析法（Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 

Spectrometry ICP-AES）。試料は塩酸と硝酸を用いて溶解し、その溶液を濾過した。得られた残渣

は融剤（ホウ酸ナトリウム）を用いて溶融し、先に得られた濾液を合わせて定量分析した。リン（P）

は n=2 で測定した結果、ばらつきが確認された。このためさらに試料を 1g 採取し、酸溶解のみに

て再度定量分析した。その結果も表中に併記した。さらにアルミニウム（Al）は定量下限以下（＜

0.005%）であった。しかし、分析結果から僅かに存在していることが推察されたため、試料 1g に

て確認を行い、結果を併記した。

３．調査結果
　3.1　A9 区 SK10 出土品

3.1.1：HI-1E

（１）実体顕微鏡観察

　写真１の上段に針孔の実体顕微鏡写真（a ～ d）を示した。針孔のある頭部は体部よりやや幅広で、

側面はやや偏平である。また孔径は上下面側が最大で、中央に向かって徐々に小さくなる。このた

め、内面の中央に稜が観察される。以上の特徴から、針頭端部をやや平坦に調整した後、両側から

穿孔したと推定される。

（２）マクロ・顕微鏡写真

　写真１下段に針頭（針孔横断面）、写真 2 上段に針先断面の金属組織を示した。ほぼ全体がマル

テンサイト（Martensite）組織であった。針を成形～穿孔後に、全体を焼き入れしたと判断される。
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（３）ビッカース断面硬度

　針の先端から 10 ㎜まで、0.5 ㎜間隔で測定した。硬度値は 501 ～ 571MHv であった。このう

ち先端の圧痕を写真２の②③に示した。この測定結果から、先端部の炭素量は 0.3% 前後と推測さ

れる。

（４）EPMA 調査

　針頭側の反射電子像（COMP）を写真２の④に示した。上側と下側に微細な非金属介在物（暗～

明灰色部）が層状に分布する。これらの介在物は、特性 X 線像ではマンガン（Mn）、硫黄（S）に

反応がある。酸素（O）にも部分的に反応がみられる。定量分析値は 91.3%MnO － 4.4%FeO － 2.4%S

（分析点1）、92.5%MnO－3.6%FeO（分析点2）であった。硫化物酸化物二相介在物〔(Mn,Fe)S、（Mn,Fe) 

O）と判断される。

3.1.2：HI-1F

（１）実体顕微鏡観察

　写真 3 の上段に針孔の実体顕微鏡写真（a ～ d）を示した。針孔のある頭部は体部よりやや幅広で、

側面はやや偏平である。孔径は上下面側が最大で、中央に向かって徐々に小さくなり、内面の中央

に稜が観察される。HI-1E と同じく、針頭端部をやや平坦に調整した後、両側から穿孔したと推定

される。

（２）マクロ・顕微鏡写真

　写真 3 下段に針頭、写真 4 上段に針先断面の金属組織を示した。写真 3 の②は針孔の縦断面で

ある。実体顕微鏡観察の稿で述べたように、上下から中央に向けて穿孔しているため、針孔の内側

中央に稜が確認された。

　また当試料も全体が焼き入れされている。ただし針頭側と針先は全面マルテンサイト組織ではな

く、白色のフェライト（Ferrite: α鉄）も析出する。この組織から、フェライトが析出する A3 変

態点以下から A1 変態点（727℃）の間で、焼き入れされたと判断される。炭素量は部位により 0.4

～ 0.7% 程度のばらつきがあり、針頭側がやや低いと推定される。

（３）ビッカース断面硬度

　針の先端から 10 ㎜まで、0.5 ㎜間隔で測定した。硬度値は 744 ～ 857MHv であった。このう

ち先端の圧痕を写真４の②③に示した。先端部は HI-1E よりも硬質で、炭素量は 0.6 ～ 0.7% と推

測される。

（４）EPMA 調査

　針頭側の反射電子像（COMP）を写真４の④に示した。微細な非金属介在物（暗～明灰色部）が

層状に分布する。これらの介在物は、特性 X 線像ではマンガン（Mn）、酸素（O）に反応がある。

部 分 的 に（S） に も 反 応 が み ら れ る。 定 量 分 析 値 は 90.8%MnO － 4.4%FeO（ 分 析 点 3）、

64.2%MnO － 3.5%FeO － 25.4%S（分析点 4）であった。硫化物酸化物二相介在物〔(Mn,Fe)S、（Mn,Fe) 

O）〕と判断される。
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3.1.3：HI-1 化学分析

　定量分析結果を表２に示す。炭素（C）は 0.63%、0.65% であった。またマンガン（Mn）が 0.40%、

0.35% であった。これに対してチタン（Ti）は＜ 0.001%、＜ 0.0001%、バナジウム（V）も 0.001%、

＜ 0.001% と低値であった。

　3.2　A9 区 SK4 出土品

3.2.1：HI-3E

（１）実体顕微鏡観察

　写真５の上段に針孔の実体顕微鏡写真（a ～ c）を示した。針孔のある頭部は体部よりやや幅広で、

側面はやや偏平である。針頭は表面錆が著しく、針孔も錆でふさがっている。

（２）マクロ・顕微鏡写真

　写真５下段に針頭（針孔横断面）、写真６上段に針先断面の金属組織を示した。ほぼ全体がマル

テンサイト組織であった。針を成形～穿孔後に、全体を焼き入れしたと判断される。

（３）ビッカース断面硬度

　針の先端から 10 ㎜まで、0.5 ㎜間隔で測定した。硬度値は 485 ～ 603MHv であった。このう

ち先端の圧痕を写真６の②③に示した。この測定結果から、先端部の炭素量は 0.3% 前後と推測さ

れる。

（４）EPMA 調査

　針頭側の反射電子像（COMP）を写真６の④に示した。微細な非金属介在物（暗灰色部）が筋状

に分布する。この介在物は、特性 X 線像ではマンガン（Mn）、珪素（Si）、酸素（O）に反応がみ

られる。定量分析値は 51.0%MnO － 22.9%FeO － 22.5%SiO2（分析点 5）であった。マンガン（鉄）

シリケート系の介在物と判断される。

3.2.2：HI-3F

（１）実体顕微鏡観察

　写真７の上段に針孔の実体顕微鏡写真（a ～ c）を示した。針孔のある頭部は体部よりやや幅広で、

側面はやや偏平である。HI-3E と同様、針頭は表面錆が著しい。針孔も錆でふさがっている。

（２）マクロ・顕微鏡写真

　写真７下段に針頭、写真８上段に針先断面の金属組織を示した。写真７の②は針孔の縦断面であ

る。実体顕微鏡観察の稿で述べたように、針孔を鉄錆（青灰色部）がふさいでいるが、芯には金属

鉄が残存する。HI-1F と同様、針孔の内側中央には稜がみられる。上下から中央に向けて穿孔した

ものと推定される。

　また当試料もほぼ全体がマルテンサイト組織であった。針を成形～穿孔後に、全体を焼き入れし

たと判断される。

（３）ビッカース断面硬度

　針の先端から 10 ㎜まで、0.5 ㎜間隔で測定した。硬度値は 591 ～ 729MHv であった。このう
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ち先端の圧痕を写真８の②③に示した。炭素量は 0.3 ～ 0.5% と推測される。

（４）EPMA 調査

　針頭側の反射電子像（COMP）を写真８の④に示した。微細な非金属介在物（暗～明灰色部）が

層状に分布する。これらの介在物は、特性 X 線像ではマンガン（Mn）、硫黄（S）、酸素（O）に反

応がある。また部分的に珪素（Si）、アルミニウム（Al）、酸素（O）にも反応がみられる。定量分

析値は 59.5%MnO － 2.3%FeO － 33.9%S（分析点 6）、31.9%MnO――9.0%FeO － 49.2%Al2O3（分

析点 7）であった。硫化物酸化物二相介在物で、前者はマンガンサルファイド、後者はマンガン（鉄）

アルミナ系であった。

3.2.3：HI-3 化学分析

　定量分析結果を表２に示す。炭素（C）は 0.39%、0.38% であった。またマンガン（Mn）が 0.35%、

0.33% であった。これに対してチタン（Ti）は＜ 0.001%、＜ 0.0001%、バナジウム（V）も＜ 0.001%、

＜ 0.001% と低値であった。

４．まとめ
　広島平和記念館発掘調査に伴い出土した針（A9 区 SK10 出土：HI-1、A9 区 SK4 出土：HI-3）を

調査した結果、以下の点が明らかとなった。

4.1　針の材質および鉄素材について

　針 4 点（HI-1E,F 、HI-3E,F）の炭素量は、金属組織観察と硬度測定の結果から 0.3 ～ 0.7% 程度

のばらつきがあると推定される。さらに 1 個体の中でも、部位よってかなり炭素量にばらつきが

ある試料（HI-1F）も確認された。複数の針を供試材とした化学分析でも、HI-1 が 0.63%、0.65%C、

HI-3 は 0.35%、0.33%C であった。

　また EPMA を用いて、鉄中の非金属介在物の組成を調査した結果、いずれもマンガン（Mn）の

割合の高い硫化物酸化物二相介在物が確認された。化学分析では、HI-1 が 0.40%、0.35%Mn、

HI-3 は 0.35%、0.33%Mn であった。近世～近代の「たたら」で生産された鉄には、こうしたマン

ガンの割合の高い非金属介在物はほとんどみられない。明治期の銑鉄や鋼の化学分析値をみても最

大で 0.065%Mn と非常に低値である1･2）。一方、「たたら」で生産された鉄やそれを原料とする製品

中には、しばしば製鉄原料の砂鉄（含チタン鉄鉱）に起因する鉄チタン酸化物が含まれる。しかし、

今回調査した針中にはそうした非金属介在物は確認されなかった。以上の結果から、広島平和記念

館発掘調査に伴い出土した針の鉄素材は、硫黄（S）の熱間脆性を防ぐため、意図的に鋼中にマン

ガン（Mn）を添加する近代以降の製法で造られたものと判断される。従って、明治期以降の製品

の可能性が高いと考えられる。

4.2　針の穿孔と熱処理について

　実体顕微鏡による針孔の観察、および針頭の縦断面の調査結果（HI-1F、HI-3F）から、針孔は頭

部先端をやや平坦に調整した後、キリ等を用いて表裏から穿孔したと推定される。このため孔径は
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上下面側が最大で、中央に向かって徐々に小さくなる。さらに孔の内面中央に稜が観察される。こ

の特徴から、出土した針はプレス打ち抜きで穿孔ができる機械が普及する以前の製品であったと考

えられる。

　また成形後に、針の全体を焼き入れしたことが確認された。全体がほぼマルテンサイト組織の針

（HI-1E、HI-3E、F）と、焼き入れ温度が下がり、フェライト（Ferrite：α鉄）が析出した試料（HI-

1F）がある。針は径が細いため、一部の針は焼き入れ開始前に若干温度が下がっていたと推測さ

れる。

（担当中国営業所：吉川宏　八幡事業所：鈴木瑞穂　尼崎事業所：渡邊緩子）

（注）

　１）俵国一『明治時代に於ける古来の砂鉄製錬法』丸善　1933 年
　２）前田六郎『和鋼・和鉄』河出書房　1943 年

表２　定量分析結果

試料量：0.5g 残渣処理実施（目視上、残渣なし） wt%

n数 C Si Mn P S Cu V Al Ti

HI-1 n=1 0.63 < 0.01 0.40 0.041 0.051 0.11 0.001 < 0.005 < 0.001

n=2 0.65 < 0.01 0.35 0.053 0.071 0.10 < 0.001 < 0.005 < 0.001

HI-3 n=1 0.39 < 0.01 0.35 0.070 0.067 0.04 < 0.001 < 0.005 < 0.001

n=2 0.38 < 0.01 0.33 0.058 0.064 0.03 < 0.001 < 0.005 < 0.001

試料量：１ｇ 残渣処理なし（目視上、残渣なし）

P Al

0.074 0.001

0.053 < 0.001

HI-1

HI-3



─　390　─

HI-1E 上段：針孔部実体顕微鏡写真

a:表面、b:裏面、C:側面、ｄ:斜め方向

①針頭ﾏｸﾛ写真（裏面側から横断面を観察）

②～⑤金属鉄部拡大、ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ

a

b

c

d

11mmmm

①①

②② ③③

④④ ⑤⑤

写真1 針（HI-1E）針孔部の実体顕微鏡写真・顕微鏡組織

②②③③ ④④⑤⑤
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HI-1E ①針先ﾏｸﾛ写真

②③金属鉄部先端拡大、ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ

硬度:501～571MHｖ（0.5㎜間隔で先端から10㎜まで測定、300gf）

514532501

①①

②② ③③

②②③③

510571

写真2 針（HI-1E）先端部の顕微鏡組織 EPMAによる介在物（針頭側）の定性・定量分析結果

④④

Element 1 2

SiO2 0.023 0.033

Na2O 0.039 -

Al2O3 - -

CaO 0.002 -

TiO2 0.046 0.060
S 2.368 0.047
ZrO2 - 0.033
CuO 0.030 0.044
FeO 4.439 3.573
MnO 91.335 92.484
Cr2O3 0.104 0.146

V2O3 0.072 0.150
Total 98.458 96.570

FFee

定量分析値

OO

鉄中非金属介在物の反射電子像（COMP）および特性Ｘ線像

MMnn

SS

・・1

・・2
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①① ②②③③ ④④

11mmmm

a

b

c

d

②② ③③

④④

⑤⑤

⑤⑤

HI-1F 上段：針孔部実体顕微鏡写真

a:表面、b:裏面、C:側面、ｄ:斜め方向

①針頭ﾏｸﾛ写真（裏面側から横断面を観察）、

②～⑤金属鉄部拡大、針孔側:ﾌｪﾗｲﾄ･ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ、
針先側:ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ

写真3 針（HI-1F）針孔部の実体顕微鏡写真・顕微鏡組織
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HI-1F ①針先ﾏｸﾛ写真

②～⑤金属鉄部先端拡大、（針状ﾌｪﾗｲﾄ）・ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ

硬度:744～857MHｖ（0.5㎜間隔で先端から10㎜まで測定、300gf）

①①

744781813800785

②②

③③

②②～～⑤⑤

Element 3 4

MgO 0.012 0.034

SiO2 - 25.351

Na2O - 0.002

Al2O3 - 0.596

CaO 0.008 0.155

TiO2 0.031 0.223

S 0.038 -

ZrO2 0.033 -

P2O5 - 3.350

K2O 0.002 0.008
FeO 4.397 3.486
MnO 90.750 64.248
Cr2O3 1.386 0.012

V2O3 0.437 0.011
Total 97.094 97.476

④④

MMnn

SSii

OO

鉄中非金属介在物の反射電子像（COMP）および特性Ｘ線像

定量分析値

・・3
・・4

写真4 針（HI-1E）先端部の顕微鏡組織 EPMAによる介在物（針頭側）の定性・定量分析結果
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HI-3E 上段：針孔部実体顕微鏡写真

a:表面、b:裏面、C::斜め方向

①針頭ﾏｸﾛ写真、②～⑤金属鉄部拡大、

ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ

11mmmm

a b

c

①①

②② ③③

④④ ⑤⑤

写真5 針（HI-3E）針孔部の実体顕微鏡写真・顕微鏡組織

②②③③ ④④⑤⑤
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HI-3E ①針先ﾏｸﾛ写真

②～⑤金属鉄部先端拡大、ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ

硬度:485～603MHｖ（0.5㎜間隔で先端から10㎜まで測定、300gf）

575564575583553

①①

写真6 針（HI-3E）先端部の顕微鏡組織 EPMAによる介在物（針頭側）の定性・定量分析調査

②②③③ ④④⑤⑤

②②

④④

③③

⑤⑤

Element 5

MgO 0.094

SiO2 22.458

Al2O3 0.795
CaO 1.698
TiO2 0.215
S 0.030
ZrO2 0.020

K2O 0.019
FeO 22.916
MnO 51.038
Cr2O3 0.112

V2O3 0.038
Total 99.433

定量分析値

鉄中非金属介在物の反射電子像（COMP）および特性Ｘ線像

⑥⑥

MMnn

SSii

OO

・・5
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HI-3F 上段：針孔部実体顕微鏡写真

a:表面、b:裏面、C::斜め方向

①針頭ﾏｸﾛ写真、②～⑤金属鉄部拡大、

ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ

11mmmm

a b

c

①① ②②③③ ④④⑤⑤

②② ③③

④④ ⑤⑤

写真7 針（HI-3F）針孔部の実体顕微鏡写真・顕微鏡組織



─　397　─

HI-3F ①針先ﾏｸﾛ写真

②③金属鉄部先端拡大、（針状ﾌｪﾗｲﾄ）・ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ

硬度:591～729MHｖ（0.5㎜間隔で先端から10㎜まで測定、300gf）

①① ②②③③

②② ③③

Element 7
SiO2 0.768

Al2O3 49.175

TiO2 0.068

S 0.010

SrO 0.004
CuO 0.050
FeO 9.013
MnO 31.948
Cr2O3 3.681

V2O3 0.816
Total 95.533

Element 6
Mg 0.017

Si 0.009

Ca 0.034

Ti 0.037

S 33.877
Fe 2.323
Mn 59.509
Cr 0.069
Total 95.875

④④

MMnn

SS

SSii

AAll

OO

・・6
・・7

定量分析値

鉄中非金属介在物の反射電子像（COMP）および特性Ｘ線像

写真8 針（HI-3F）先端部の顕微鏡組織 EPMAによる介在物（針頭側）の定性・定量分析調査

604591596592603
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写真9 化学分析に用いた針の外観

上段：試料採取時

下段：表面の錆除去後

HI-1

HI-1

HI-3

HI-3
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4　炉跡から検出された砂粒物分析

藤根　久（パレオ ･ ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査において、炉跡の覆土などから黒色粒子を含む砂質堆積物が検出

された。この黒色粒子は、主に磁鉄鉱が多いと予想された。ここでは、この黒色粒子を含む砂質堆

積物について、粒度組成と鉱物組成を調べた。

2．試料と方法
　分析試料は、炉跡の覆土に含まれる砂質堆積物 5 点である（表 1）。

　各試料について、湿式篩分けとレーザー回折式粒度分布測定を行い、粒度組成を調べた。また、

鉱物組成および岩石粒子の特徴も調べた。

 

［粒度分析］

　湿潤重量 24 ～ 65g 程度を、恒温乾燥機内で 105 度、24 時間乾燥させた。300cc の試料瓶に入

れて水を加え、超音波ホモジナイザー（BRASON 社製）を用いて分散させた。-1.5 φ（4mm）～

4 φ（64 μ m）までの 0.5 φ間隔のステンレス製篩（直径 100mm、高さ 45mm）12 枚を重ね、

ふるい振とう器（FRITSCH 社製）を用いて湿式篩分けを行った。各篩残渣は、超音波洗浄器を用

いて回収した後、蒸発皿に移して自然乾燥させ、電子天秤（0.01g 精度）を用いて重量を測った。

また、4 φ篩を通過した試料の一部を 50cc の試料瓶に回収した。回収した残渣は、レーザー回折

式粒度分布測定装置（（株）堀場製作所製 LA-960）を用いて粒度分布を測定した。

　湿式篩分けとレーザー回折式粒度分布測定の結果から、堆積物の各粒度階の百分率 (%) を求め、

モーメント法（積率統計計算法：公文・立石，1998）に従って、各試料の平均粒径（D φ）、分級

度（標準偏差σ）、歪度（Sk）、尖度（K）を計算した。

［鉱物組成分析］

鉱物組成は、粒度分析で得られた 4.0 φ篩残渣（3.5-4.0 φ）を用いて、重液（テトラブロモエタン、

比重 2.96）を用いて重鉱物と軽鉱物に分離した。軽鉱物については、水浸の簡易プレパラートを

作製し、軽鉱物（石英（Qu）、長石（Pl）、雲母（Mi）、不明（Opq））および火山ガラスの形態分

類を行った。火山ガラスの形態は、町田・新井（2003）の分類基準に従って、バブル型平板状（b1）、

バブル型Ｙ字状（b2）、軽石型繊維状（p1）、軽石型スポンジ状（p2）、急冷破砕型フレーク状（c1）、

表1　分析試料とその特徴

分析No. 試料名 調査区 遺構 層位 色調 「-0.5φより大きい砂粒物の特徴」

1 - A9区 SF2- C面 黄灰色砂質堆積物 石英、砂岩、流紋岩、凝灰岩、深成岩類、チャート、雲母類、炭化材

2 砂鉄① - 黄灰色砂質堆積物 石英、砂岩、片岩類、泥岩、流紋岩、凝灰岩、長石類、深成岩類、火山岩類

3 砂鉄② 第3層 黄灰色砂質堆積物 石英、片岩類、砂岩、流紋岩、深成岩類、チャート

4 砂鉄③ 第11層 黄灰色砂質堆積物 深成岩類、砂岩、片岩類、流紋岩、凝灰岩、石英、チャート（メノウ質）

5 砂鉄④ 第14層 黄灰色砂質堆積物 石英、長石、チャート（メノウ質）、深成岩類、砂岩、片岩類、流紋岩、凝灰岩

B7区 炉跡2
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急冷破砕型塊状（c2）に分類した。重鉱物については、封入剤レークサイドセメントを用いてプ

レパラートを作製し、斜方輝石（Opx）、単斜輝石（Cpx）、角閃石（Ho）、磁鉄鉱（Mg）、ジルコ

ン（Zr）、不明粒子（Opq）を同定・計数した。軽鉱物と重鉱物の同定・計数は、各 200 個体以上

である。

3．結果および考察

　以下に、各砂質堆積物の特徴、粒度分析の結果、鉱物組成を示す。

　表 2 に、砂質堆積物の含水率と 4 φ篩残渣の重・軽鉱物組成を示す。表 3 に、湿式篩分けとレー

ザー回折式粒度分析による結果（重量％）を示す。表 4 に、その粒度階を示す。表 5 に各試料の

平均粒径（D φ）、分級度（標準偏差σ）、歪度（Sk）、尖度（K）を示す。なお、表 6 には統計値

の評価（Folk and Ward，1957）を示す。表 7 に 4 φ篩残渣中の重・軽鉱物組成を示す。

　図 1、2 に粒度分布図（粒径頻度および積算頻度）を示す。また、図 3 には歪度－淘汰度におけ

る河川砂と海岸砂の区別図を示す。

［分析 No.1（A9 区 C 面）］

　試料は、黄灰色砂質堆積物である。含水率は 0.08% と非常に低い。0 φ篩残渣中の岩石片は、

石英、砂岩、流紋岩、凝灰岩、深成岩類、チャート、雲母類、炭化材を含む。

　粒度分析では、中粒砂～微粒砂が多く、砂が 96.83% を占める。粒度分析の統計値では、平均粒

径（D φ）が 2.53、分級度（標準偏差σ）が 1.01、歪度（Sk）が 1.14、尖度（K）が 10.57 であっ

た。歪度－淘汰度における河川砂と海岸砂の区別では、河川砂の領域である。

　4 φ篩残渣（3.5-4 φ）では、重鉱物が 86.79% で極端に多かった。軽鉱物では、長石が多く、

石英や火山ガラス、雲母類が少量含まれていた。重鉱物では、磁鉄鉱が最も多く、斜方輝石や単斜

輝石を多く伴い、ジルコンも含まれていた。

［分析 No.2（B7 区、炉跡 2、砂鉄①）］

　試料は、黄灰色砂質堆積物である。含水率は 0.07% と非常に低い。0 φ篩残渣中の岩石片は、

石英、砂岩、片岩類、泥岩、流紋岩、凝灰岩、長石類、深成岩類、火山岩類を含む。

　粒度分析では、中粒砂～微粒砂が多く、砂が 97.88% を占める。粒度分析の統計値では、平均粒

径（D φ）が 2.41、分級度（標準偏差σ）が 0.89、歪度（Sk）が 1.70、尖度（K）が 14.59 であっ

軽鉱物 重鉱物 軽鉱物 重鉱物

1 65.32 65.27 0.08 0.07 0.46 13.21 86.79

2 58.63 58.59 0.07 0.08 0.20 28.57 71.43

3 61.29 61.23 0.10 0.09 0.12 42.86 57.14

4 38.27 38.20 0.18 0.09 0.15 37.50 62.50

5 23.97 23.93 0.17 0.09 0.23 28.12 71.88

表2　試料処理と重・軽鉱物組成

分析No.
処理湿重
（g）

処理乾重
（g）

含水率
(%)
軽・重鉱物組成（重量g） 軽・重鉱物組成（重量%）
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た。歪度－淘汰度における河川砂と海岸砂の区別では、河川砂の領域である。

　4 φ篩残渣（3.5-4 φ）では、重鉱物が 71.43% で極端に多かった。軽鉱物では、長石が多く、

石英や火山ガラス、雲母類が少量含まれていた。重鉱物では、磁鉄鉱が非常に多く、斜方輝石や単

斜輝石を伴い、ジルコンも含まれていた。

［分析 No.3（B7 区、炉跡 2、第 3 層、砂鉄②）］

　試料は、黄灰色砂質堆積物である。含水率は 0.10% と非常に低い。0 φ篩残渣中の岩石片は、

石英、片岩類、砂岩、流紋岩、深成岩類、チャートを含む。

　粒度分析では、中粒砂～微粒砂が多く、砂が 96.80% を占める。粒度分析の統計値では、平均粒

径（D φ）が 2.38、分級度（標準偏差σ）が 1.03、

歪度（Sk）が 1.91、尖度（K）が 13.11 であっ

た。歪度－淘汰度における河川砂と海岸砂の区

別では、河川砂の領域である。

　4 φ 篩 残 渣（3.5-4 φ ） で は、 重 鉱 物 が

57.14% で極端に多かった。軽鉱物では、長石

が多く、石英や火山ガラス、雲母類が少量含ま

れていた。重鉱物では、磁鉄鉱が非常に多く、

斜方輝石や単斜輝石を伴う。

［分析 No.4（B7 区、炉跡 2、第 11 層、砂鉄③）］

　試料は、黄灰色砂質堆積物である。含水率は

0.18% と非常に低い。0 φ篩残渣中の岩石片は、

深成岩類、砂岩、片岩類、流紋岩、凝灰岩、石

英、チャート（メノウ質）を含む。

　粒度分析では、粗粒砂～微粒砂が多く、砂が

92.18% を占める。粒度分析の統計値では、平

均粒径（D φ）が 2.20、分級度（標準偏差σ）

が 1.46、歪度（Sk）が 1.20、尖度（K）が 6.44

であった。歪度－淘汰度における河川砂と海岸

砂の区別では、河川砂の領域である。

　4 φ 篩 残 渣（3.5-4 φ ） で は、 重 鉱 物 が

62.50% で極端に多かった。軽鉱物では、長石

が多く、石英や火山ガラス、雲母類が少量含ま

れていた。重鉱物では、磁鉄鉱が非常に多く、

斜方輝石がやや多く、単斜輝石を伴う。

表3　篩分け・レーザー回折式粒度分布測定による結果

1 2 3 4 5

0.28 0.00 0.03 0.63 0.33

0.15 0.12 0.20 0.55 0.38

0.18 0.26 0.20 0.97 1.42

0.29 0.46 0.59 1.54 2.30

0.67 0.99 1.27 3.38 4.22

1.91 2.49 3.59 7.67 8.53

6.16 4.85 6.72 12.73 11.91

16.01 11.87 12.72 18.57 16.47

20.86 34.96 33.58 19.27 16.39

27.97 32.72 29.97 18.07 16.64

19.36 8.73 7.51 8.22 11.79

3.42 0.55 0.65 1.75 2.55

0.23 0.07 0.15 0.42 0.46

0.21 0.09 0.15 0.47 0.46

0.21 0.10 0.15 0.55 0.46

0.31 0.19 0.24 0.86 0.75

0.49 0.38 0.47 1.36 1.30

0.54 0.49 0.67 1.44 1.55

0.40 0.39 0.57 0.94 1.17

0.21 0.20 0.33 0.42 0.59

0.09 0.07 0.15 0.13 0.21

0.03 0.02 0.07 0.05 0.08

0.02 0.00 0.02 0.00 0.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 99.99 100.00

46.12 46.56 40.37 41.55 49.79

2.01 1.21 1.93 2.77 1.87

11.0

4φ篩以下の重量(g)

合　計

処理重量(g)

7.0

7.5

8.0

8.5

10.0

10.5

0.0

9.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

6.5

0.5

1.0

粒度階（φ）

9.0

5.5

-1.5

1.5

2.0

-1.0

-0.5

表4　各試料の粒度階区分

1 2 3 4 5

重量(%) 重量(%) 重量(%) 重量(%) 重量(%)

細礫 -2 ～ -1 4～2 0.43 0.12 0.23 1.18 0.71

極粗粒砂 -1 ～ 0 2～1 0.47 0.72 0.79 2.51 3.72

粗粒砂 0 ～ 1 1～1/2 2.58 3.48 4.86 11.05 12.75

中粒砂 1 ～ 2 1/2～1/4 22.17 16.72 19.44 31.30 28.38

細粒砂 2 ～ 3 1/4～1/8 48.83 67.68 63.55 37.34 33.03

微粒砂 3 ～ 4 1/8～1/16 22.78 9.28 8.16 9.97 14.34

シルト 4 ～ 8 1/16～1/256 2.60 1.91 2.73 6.46 6.74

粘土 8 ～ 11 1/256～1/2048 0.14 0.09 0.24 0.18 0.33

100.00 100.00 100.00 99.99 100.00

礫 -6 ～ -1 64～2 0.43 0.12 0.23 1.18 0.71

砂 -1 ～ 4 2～1/16 96.83 97.88 96.80 92.17 92.22

シルト 4 ～ 8 1/16～1/256 2.60 1.91 2.73 6.46 6.74

粘土 8 ～ 11 1/256～1/2048 0.14 0.09 0.24 0.18 0.33

合計

区分 粒径（φ） 粒径（mm）
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が 1.55、歪度（Sk）が 1.19、尖度（K）が 5.91 であった。歪度－淘汰度における河川砂と海岸砂

の区別では、河川砂の領域である。

　4 φ篩残渣（3.5-4 φ）では、重鉱物が 71.88% で極端に多かった。軽鉱物では、長石が多く、

石英や火山ガラス、雲母類が少量含まれていた。重鉱物では、磁鉄鉱が非常に多く、斜方輝石がや

や多く、単斜輝石を伴う。

［分析 No.5（B7 区、炉跡 2、第 14 層、砂鉄④）］

　試料は、黄灰色砂質堆積物である。含水率は

0.17% と非常に低い。0 φ篩残渣中の岩石片は、

石英、長石、チャート（メノウ質）、深成岩類、

砂岩、片岩類、流紋岩、凝灰岩を含む。

　粒度分析では、粗粒砂～微粒砂が多く、砂が

92.22% を占める。粒度分析の統計値では、平

均粒径（D φ）が 2.24、分級度（標準偏差σ）

4．考察
　分析試料は、黒色粒子を多く含む黄灰色砂質堆積物 5 点である。いずれも重鉱物の割合が高く、

磁鉄鉱の含有量が多い。これらの磁鉄鉱は、3 φ～ 4 φ篩残渣に集中して多く含まれ、粗い粒度で

は非常に少ない。磁鉄鉱以外では、長石が多く、石英、火山ガラス、雲母類、斜方輝石、単斜輝石

あるいはジルコンが含まれ、自然に堆積した鉱物群であると考える。なお、これらの磁性粒子中に

は、鉄滓などの人工物に由来する磁性物質は見当たらなかった。

　粒度分析では、いずれも 2mm ～ 64 μ m の砂の割合が非常に高い。歪度－淘汰度における河川

砂と海岸砂の区別では、いずれも河川砂の領域にプロットされた。また、粗い粒子では比較的丸み

がある。分析の結果によれば、試料 5 点は分析 No.1 ～ No.3、分析 No.4 と No.5 の 2 群に分けられ、

砂粒の尖度（K）に明瞭な違いが見られ、堆積環境の違いを反映していると考えられる。なお、磁

鉄鉱は、河川の運搬過程において比重の違いにより濃集したと考えられる。

　平和記念資料館は、完新世の沖積層が堆積する扇状地（三角州）に立地するが、周辺域には、中

生代白亜紀後期の黒雲母花崗岩および角閃石黒雲母花崗岩（図 4 のピンク色 Gh）が広く分布する。

また、上流域には、中生代ジュラ紀の礫質泥岩および泥岩（図 4 の灰色 Km）や中生代白亜紀後期

の流紋岩溶結凝灰岩（非溶結火砕岩およびデイサイト溶結凝灰岩などを伴う：図 4 のオレンジ色

T2）が分布する。

　こうした周辺または上流域に分布する花崗岩や流紋岩類では磁鉄鉱の含有量が非常に低いため、

今回の炉跡などの覆土に含まれる磁鉄鉱は、他地域より持ち込まれた可能性も考えられる。

表5　モーメント法（積率統計計算法）に基づく粒度係数

統計値 1 2 3 4 5 最小値 最大値

平均粒径（Dφ） 2.53 2.41 2.38 2.20 2.24 2.20 2.53

分級度（標準偏差σ） 1.01 0.89 1.03 1.46 1.55 0.89 1.55

歪度（Sk） 1.14 1.70 1.91 1.20 1.19 1.14 1.91

尖度（K） 10.57 14.59 13.11 6.44 5.91 5.91 14.59

0.35以下 非常に良い 0 対称 1 正規分布曲線

0.35～0.50 良い -1.00～-0.30 著しく負 0.67以下 非常に扁平

0.50～0.71 やや良い -0.30～-0.10 負の歪み 0.67～0.90 扁平

0.71～1.00 普通 -0.10～+0.10 ほぼ対称 0.90～1.11 中間的

1.00～2.00 悪い +0.10～+0.30 正の歪み 1.11～1.50 突出

2.00～4.00 非常に悪い +0.30～+1.00 著しく正の歪み 1.50～3.00 非常に突出

4.00以上 極めて悪い 正: 粗い方へ偏する 3.00以上 極めて突出

負: 細い方へ偏する

〈KG尖度〉〈Sk1歪度〉〈σ1分級度〉

表6　分級度、歪度、尖度の評価（Folk and Ward,1957による）

分類群

分析№

1 10 103 2 108 4 4 1 5 1 1 16 239 78 39 3 102 2 5 229

2 6 88 4 118 4 5 1 4 1 15 231 27 11 23 172 1 7 241

3 15 85 3 124 3 4 2 1 1 11 238 14 11 38 171 10 244

4 11 104 2 105 8 15 1 10 34 256 64 17 13 150 12 256

5 3 54 4 156 4 7 1 13 1 26 243 43 12 3 157 1 10 226

表7　4φ篩残渣中の重・軽鉱物組成

雲母
(Mi) Y字状

(b2)
繊維状
(p1)

斜方輝石
(Opx)

単斜輝石
(Cpx)

角閃石
(Ho)

石英
(Qu)

長石
(Pl)

不明
(Opq)

火山ガラス
重鉱物

軽鉱物
の合計スポンジ

状(p2)

火山
ガラス
の合計フレーク

状(c1)
塊状
(c2)

重鉱物
の合計

バブル（泡）型 軽石型 急冷破砕型

平板状
(b1)

不明
(Opq)

ジルコン
（Zr）

磁鉄鉱
(Mg)
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5　金属製缶内の赤色物質の蛍光X線分析

竹原弘展（パレオ・ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査において出土した赤色物質の蛍光 X 線分析を行い、材質につい

て検討した。

2．試料と方法
　分析対象は、B9 区 SK2 より出土した缶の中に詰まった状態でみつかった赤色物質である（図版

1-1）。時期は、大正～終戦時とみられている。缶より採取された 5mm ほどの赤色物質を、分析試

料とした。試料では、缶の一部とみられる茶色部と、赤みの強い赤色部①、橙がかった赤色部②が

観察され、この 3 ヶ所を測定した。図版 1-2 に、測定位置を示す。

　分析装置は、エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置である（株）堀場製作所製分析顕微鏡 XGT-

5000Type Ⅱを使用した。装置の仕様は、X 線管が最大 50kV･1mA のロジウムターゲット、X 線ビー

ム径が 100 μ m または 10 μ m、検出器は高純度 Si 検出器である。検出可能元素はナトリウム～

ウランであるが、ナトリウム、マグネシウムといった軽元素は蛍光 X 線分析装置の性質上、検出

感度が悪い。

　本分析での測定条件は、30kV、電流自動設定、ビーム径 100 μ m、測定時間 500s に設定した。

定量分析は、標準試料を用いないファンダメンタル ･ パラメータ法（FP 法）による半定量分析を

装置付属ソフトで行った。

3．結果
　分析により得られたスペクトルおよび FP 法による半定量分析の結果を図 1 に示す。

　茶色部からは、鉄（Fe）、鉛（Pb）、亜鉛（Zn）が主に検出され、ほかにケイ素（Si）、リン（P）、

硫黄（S）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、臭素（Br）、バリウム（Ba）が検出された。

　赤色部①からは、鉛（Pb）、バリウム（Ba）、亜鉛（Zn）、アルミニウム（Al）が主に検出され、

ほかに硫黄（S）、カルシウム（Ca）、鉄（Fe）、臭素（Br）、ストロンチウム（Sr）が検出された。

赤色部②からは、鉛（Pb）、バリウム（Ba）が主に検出され、ほかにアルミニウム（Al）、カルシ

ウム（Ca）、鉄（Fe）、亜鉛（Zn）、ストロンチウム（Sr）が検出された。

4．考察
　分析の結果、缶の一部とみられる茶色部では鉄（Fe）が多く検出された。同時に亜鉛（Zn）が

検出されたため、鉄板に亜鉛めっきが施された、トタン製の缶であったと推定される。

　赤色部では、①、②ともに鉛（Pb）とバリウム（Ba）が主に検出された。鉛（Pb）が多く、赤

色物質は鉛丹（Pb3O4）と考えられる。バリウム（Ba）は、塗料の増量剤や色の調整などの目的
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で使用される体質顔料に由来すると推定される。また、アルミニウム（Al）も体質顔料由来である

可能性がある。

　赤色部①は、赤色部②と比較すると、亜鉛（Zn）が多いのが特徴的であった。試料を観察すると、

赤色部①はトタン缶に接触していた箇所とみられ、腐食した亜鉛（Zn）や鉄（Fe）による何らか

の作用により、変色したと推定される。

　鉛丹は、赤色塗料として使用されるほかに、鉄の防錆塗料としての用途があり、赤色塗料および

防錆塗料としてトタン缶に入れられていたと考えられる。トタンは、ブリキ（鉄板にスズめっきが

施された金属素材）よりも安価な素材で、普通の鉄板よりも防食性に優れる。

5．おわりに
　缶に入った赤色物質について分析した結果、鉛丹と判明した。赤色塗料および防錆塗料として使

用されたと考えられる。また、缶はトタン製と推定された。

参考文献

伊藤征司郎編（2010）顔料の事典（普及版）．601p，朝倉書店．
中井　泉編（2005）蛍光 X 線分析の実際．242p，朝倉書店．
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6　放射性炭素年代測定

パレオ・ラボ AMS 年代測定グループ

伊藤　茂・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・小林紘一

Zaur Lomtatidze・黒沼保子

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査で出土した木材試料について、加速器質量分析法（AMS 法）に

よる放射性炭素年代測定を行った。なお、一部の試料についてはウィグルマッチング法を用いて年

代幅の絞り込みを行った。

2．試料と方法
　ウィグルマッチング試料は、A8 区 SD2 から出土した胴木 3 本である。1378 は芯持ちの角材で、

最終生成年輪はなかったが、辺材が残存していた。62 年輪が残存しており、外側から 1-5 年目、

31-35 年目、56-60 年目の年輪部分を採取した。1380 は角材で、最終形成年輪は残存しておらず、

部位不明であった。85 年輪が残存しており、外側から 1-5 年目、41-45 年目、81-85 年目の年輪

部分を採取した。1379 は芯持ちの角材で、最終形成年輪はなかったが、辺材が残存していた。56

年輪が残存しており、外側から 1-5 年目、31-35 年目、51-55 年目の年輪部分を採取した。

　単体測定の試料は、棺の桶蓋が 3 点と、桶蓋の把手が 1 点、桶板が 2 点の、合計 6 点である。

いずれも最終形成年輪は残存しておらず、部位不明であった。

　試料の推定時期は、いずれも近世と考えられている。

　測定試料の情報、調製データは表 1、2 のとおりである。試料は調製後、加速器質量分析計（パ

レオ・ラボ、コンパクト AMS：NEC 製 1.5SDH）を用いて測定した。得られた14 C 濃度について同

位体分別効果の補正を行った後、14 C 年代、暦年代を算出した。

3．結果
　表 3 ～ 6 に同位体分別効果の補正に用いる炭素同位体比（δ13 C）、同位体分別効果の補正を行っ

て暦年較正に用いた年代値と較正によって得られた年代範囲、慣用に従って年代値と誤差を丸めて

表示した14 C 年代、表 3 ～ 5 にはさらにウィグルマッチング結果を、図 1 ～ 3 にウィグルマッチ

ング結果を、図 4 に単体試料の暦年較正結果をそれぞれ示す。暦年較正に用いた年代値は下 1 桁

を丸めていない値であり、今後暦年較正曲線が更新された際にこの年代値を用いて暦年較正を行う

ために記載した。

　14 C 年代は AD1950 年を基点にして何年前かを示した年代である。14 C 年代（yrBP）の算出には、
14 C の半減期として Libby の半減期 5568 年を使用した。また、付記した14 C 年代誤差（± 1 σ）は、

測定の統計誤差、標準偏差等に基づいて算出され、試料の14 C 年代がその14 C 年代誤差内に入る確

率が 68.2％であることを示す。
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　なお、暦年較正、ウィグルマッチング法の詳細は以下のとおりである。

　[ 暦年較正 ]

　暦年較正とは、大気中の14 C 濃度が一定で半減期が 5568 年として算出された14 C 年代に対し、

過去 の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14 C 濃度の変動、および半減期の違い（14 C の

半減期 5730 ± 40 年）を較正して、より実際の年代値に近いものを算出することである。

　14 C 年代の暦年較正には OxCal4.3（較正曲線データ：Post-bomb atmospheric NH2）を使用した。

なお、1 σ暦年代範囲は、OxCal の確率法を使用して算出された14 C 年代誤差に相当する 68.2％信

頼限界の暦年代範囲であり、同様に 2 σ暦年代範囲は 95.4％信頼限界の暦年代範囲である。カッ

コ内の百分率の値は、その範囲内に暦年代が入る確率を意味する。グラフ中の縦軸上の曲線は14 C

年代の確率分布を示し、二重曲線は暦年較正曲線を示す。

表1　ウィグルマッチング測定試料および処理

測定番号 遺跡・試料データ 採取位置 前処理

PLD-34689
外側から1-5年
目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34690 31-35年目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34691 56-60年目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34692
外側から1-5年
目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34693 41-45年目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34694 81-85年目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34695
外側から1-5年
目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34696 31-35年目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34697 51-55年目

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

調査区：A8区SD2
遺物1378
種類：生材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外（辺材）
残存径：32×8.5cm（62年輪残存）
器種：胴木
状態：wet

調査区：A8区SD2
遺物1380
種類：生材（モミ属）
試料の性状：部位不明
残存径：29×14cm（85年輪残存）
器種：胴木
状態：wet

調査区：A8区SD2
遺物1379
種類：生材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外（辺材）
残存径：28×8.5cm（56年輪残存）
器種：胴木
状態：wet
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　[ ウィグルマッチング法 ]

　ウィグルマッチング法とは、複数の試料を測定し、それぞれの試料間の年代差の情報を用いて試

料の年代パターンと較正曲線のパターンが最も一致する年代値を算出することによって、高精度で

年代値を求める方法である。測定では、得られた年輪数が確認できる木材について、1 年毎或いは

数年分 をまとめた年輪を数点用意し、それぞれ年代測定を行う。個々の測定値から暦年較正を行い、

得られた確率分布を最外試料と当該試料の中心値の差だけずらしてすべてを掛け合わせることによ

り最外試料の確率分布を算出し、年代範囲を求める。なお、得られた最外試料の年代範囲は、まと

めた試料の中心の年代を表している。したがって、試料となった木材の最外年輪年代を得るために

は、最外試料の中心よりも外側にある年輪数を考慮する必要がある。なお、今回の試料の最外年輪

年代は、最外試料の中心から外側にある 2 年分（2.5 年を小数以下切り捨て）を足した年代である。

4. 考察
　以下、各試料の暦年較正結果のうち 2 σ暦年代範囲（確率 95.4%）に着目して、結果を整理する。

　ウィグルマッチング試料である 1378 の最外年輪年代は、1707-1711 cal AD (2.3%) および

1810-1831 cal AD (93.1%) で、18 世紀前半もしくは 19 世紀前半の暦年代範囲であった。これは

江戸時代中期もしくは後期に相当する。

表2　単体測定試料および処理

測定番号 遺跡データ 試料データ 前処理

PLD-34698
調査区：A8区
墓146

種類：生材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外、部位不
明
器種：桶蓋
状態：wet

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34699
調査区：A8区
墓103

種類：生材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外、部位不
明
器種：桶蓋
状態：wet

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34700
調査区：A8区
墓112

種類：生材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外、部位不
明
器種：桶蓋
状態：wet

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34701
調査区：A8区
墓102

種類：生材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外、部位不
明
器種：桶蓋の把手
状態：wet

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34702
調査区：A5区
墓47

種類：生材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外、部位不
明
器種：桶板
状態：wet

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）

PLD-34703
調査区：A8区
墓168

種類：生材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外、部位不
明
器種：桶板
状態：wet

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,
水酸化ナトリウム：1.0N,塩酸：
1.2N）
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　1380 の最外年輪年代は、1734-1750 cal AD (95.4%) で、18 世紀前半～中頃の暦年代範囲であっ

た。これは江戸時代中期に相当する。

　1379 の最外年輪年代は、1731-1766 cal AD (75.5%)、1857-1869 cal AD (3.2%)、1919-1947 

cal AD (16.7%) で、18 世紀前半～後半、19 世紀中頃～後半、20 世紀前半～中頃の暦年代範囲であっ

た。これは江戸時代中期、江戸時代末期～昭和時代に相当する。

　単体測定試料である A8 区墓 146 の桶蓋は 1668-1698 cal AD (15.3%)、1723-1781 cal AD 

(36.2%)、1797-1816 cal AD (10.6%)、1834-1879 cal AD (12.7%)、1916-1954 cal AD (20.6%)であっ

た。A8 区墓 103 の桶蓋は、1651-1681 cal AD (27.1%)、1737-1755 cal AD (5.8%)、1762-1803 

cal AD (44.9%)、1937-1954 cal AD (17.6%) であった。A8 区墓 112 の桶蓋は、1683-1735 cal AD 

(27.7%)、1806-1896 cal AD (54.8%)、1903-1929 cal AD (12.6%)、1953-1953 cal AD (0.1%)、

1954-1955 cal AD (0.3%) であった。A8 区墓 112 の桶蓋の把手は、1685-1731 cal AD (27.1%)、

1808-1898 cal AD (54.9%)、1901-1927 cal AD (13.1%)、1954-1955 cal AD (0.2%) であった。A5

区墓 47 の桶板は、1656-1682 cal AD (22.6%)、1736-1759 cal AD (10.8%)、1760-1805 cal AD 

(42.5%)、1935-1954 cal AD (19.5%) であった。A8 区墓 168 の桶板は、1653-1682 cal AD (24.8%)、

1736-1758 cal AD (8.9%)、1761-1805 cal AD (43.3%)、1936-1954 cal AD (18.4%) であった。い

ずれも 17 世紀中頃～ 20 世紀中頃におさまる暦年代範囲であった。

　木材は最終形成年輪部分を測定すると枯死もしくは伐採年代が得られるが、内側の年輪を測定す

ると内側であるほど古い年代が得られる（古木効果）。胴木の 1378 と 1379 は辺材が残っており、

残存している最外年輪は最終形成年輪に近いと考えられるため、試料の木材が実際に伐採されたの

は、得られた暦年代範囲より幾分新しい時期であったと推測される。それ以外の試料は最終形成年

輪が残存しておらず、残存している最外年輪のさらに外側にも年輪が存在していたはずであり、木

材が実際に伐採されたのは測定結果の年代よりも新しい時期であったと考えられる。

　現場所見による試料の推定時期はいずれも近世である。年代測定の結果はいずれの試料も近世の

年代を含んでおり、推定時期に対して整合的であった。

参考文献

Bronk Ramsey, C., van der Plicht, J., and Weninger, B. (2001) 'Wiggle matching' radiocarbon dates. Radiocarbon, 
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表4　遺物1380の放射性炭素年代測定、暦年較正、ウィグルマッチングの結果

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲

PLD-34692 -26.86±0.18 191±20 190±20

Post-bomb NH2 2013:
1665-1680 cal AD (17.5%)
1739-1743 cal AD ( 2.6%)
1763-1786 cal AD (23.6%)
1794-1801 cal AD ( 7.8%)
1938-1952 cal AD (16.6%)

Post-bomb NH2 2013:
1661-1683 cal AD (20.2%)
1735-1806 cal AD (54.3%)
1930-1954 cal AD (20.9%)

PLD-34693 -26.66±0.13 103±20 105±20

Post-bomb NH2 2013:
1695-1726 cal AD (22.7%)
1813-1837 cal AD (16.8%)
1843-1852 cal AD ( 5.6%)
1868-1873 cal AD ( 3.2%)
1876-1892 cal AD (12.0%)
1907-1918 cal AD ( 7.8%)

Post-bomb NH2 2013:
1689-1730 cal AD (26.5%)
1809-1899 cal AD (55.4%)
1900-1926 cal AD (13.3%)
1954-1955 cal AD ( 0.2%)

PLD-34694 -25.75±0.14 235±20 235±20
Post-bomb NH2 2013:

1650-1665 cal AD (47.4%)
1785-1794 cal AD (20.8%)

Post-bomb NH2 2013:
1643-1669 cal AD (59.8%)
1781-1798 cal AD (32.5%)
1945-1951 cal AD ( 3.1%)

1737-1745 cal AD (68.2%) 1732-1748 cal AD (95.4%)

1739-1747 cal AD (68.2%) 1734-1750 cal AD (95.4%)

最外試料年代

最外年輪年代

測定番号 δ
13
C

（‰）
暦年較正用年代
(yrBP±1σ)

14
C 年代

（yrBP±1σ）

14
C年代を暦年代に較正した年代範囲

表3　遺物1378の放射性炭素年代測定、暦年較正、ウィグルマッチングの結果

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲

PLD-34689 -26.37±0.14 127±19 125±20

Post-bomb NH2 2013:
1683-1699 cal AD (10.6%)
1704-1705 cal AD ( 0.7%)
1720-1734 cal AD ( 8.5%)
1806-1818 cal AD ( 7.1%)
1833-1880 cal AD (31.6%)
1915-1929 cal AD ( 9.5%)
1954-1954 cal AD ( 0.2%)

Post-bomb NH2 2013:
1681-1738 cal AD (27.5%)
1745-1749 cal AD ( 0.6%)
1750-1763 cal AD ( 2.7%)
1802-1892 cal AD (49.1%)
1907-1938 cal AD (14.7%)
1952-1954 cal AD ( 0.8%)

PLD-34690 -24.93±0.15 218±19 220±20
Post-bomb NH2 2013:

1654-1668 cal AD (29.5%)
1782-1797 cal AD (38.7%)

Post-bomb NH2 2013:
1647-1678 cal AD (39.3%)
1765-1772 cal AD ( 2.2%)
1777-1800 cal AD (43.2%)
1940-1952 cal AD (10.2%)
1952-1954 cal AD ( 0.5%)

PLD-34691 -25.14±0.14 208±19 210±20

Post-bomb NH2 2013:
1659-1670 cal AD (18.4%)
1779-1799 cal AD (37.1%)
1942-1951 cal AD (12.7%)

Post-bomb NH2 2013:
1650-1681 cal AD (30.0%)
1738-1745 cal AD ( 1.7%)
1748-1750 cal AD ( 0.4%)
1762-1802 cal AD (47.0%)
1938-1954 cal AD (16.3%)

1818-1827 cal AD (68.2%)
1705-1709 cal AD ( 2.3%)
1808-1829 cal AD (93.1%)

1820-1829 cal AD (68.2%)
1707-1711 cal AD ( 2.3%)
1810-1831 cal AD (93.1%)

最外年輪年代

測定番号 δ
13
C

（‰）
暦年較正用年代
(yrBP±1σ)

14
C 年代

（yrBP±1σ）

14
C年代を暦年代に較正した年代範囲

最外試料年代
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表5　遺物1379の放射性炭素年代測定、暦年較正、ウィグルマッチングの結果

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲

PLD-34695 -28.24±0.18 166±19 165±20

Post-bomb NH2 2013:
1671-1683 cal AD (10.9%)
1735-1779 cal AD (41.2%)
1799-1805 cal AD ( 6.1%)
1930-1933 cal AD ( 2.2%)
1934-1942 cal AD ( 7.1%)
1951-1952 cal AD ( 0.7%)

Post-bomb NH2 2013:
1666-1693 cal AD (16.8%)
1727-1784 cal AD (47.1%)
1795-1812 cal AD (10.2%)
1919-1954 cal AD (21.3%)

PLD-34696 -27.54±0.13 109±19 110±20

Post-bomb NH2 2013:
1694-1710 cal AD (11.6%)
1717-1727 cal AD ( 6.9%)
1813-1828 cal AD (10.6%)
1831-1838 cal AD ( 4.9%)
1842-1854 cal AD ( 8.2%)
1857-1863 cal AD ( 3.3%)
1866-1890 cal AD (16.5%)
1909-1918 cal AD ( 6.1%)

Post-bomb NH2 2013:
1685-1731 cal AD (27.3%)
1808-1896 cal AD (55.5%)
1903-1927 cal AD (12.3%)
1954-1955 cal AD ( 0.2%)

PLD-34697 -25.94±0.13 128±20 130±20

Post-bomb NH2 2013:
1683-1699 cal AD (10.6%)
1703-1706 cal AD ( 1.0%)
1720-1735 cal AD ( 8.8%)
1806-1818 cal AD ( 7.4%)
1833-1880 cal AD (30.4%)
1915-1930 cal AD ( 9.7%)
1954-1954 cal AD ( 0.2%)

Post-bomb NH2 2013:
1680-1739 cal AD (27.4%)
1743-1763 cal AD ( 4.5%)
1801-1892 cal AD (47.7%)
1907-1938 cal AD (14.8%)
1952-1954 cal AD ( 0.9%)

1733-1757 cal AD (68.2%)
1729-1764 cal AD (75.5%)
1855-1867 cal AD ( 3.2%)
1917-1945 cal AD (16.7%)

1735-1759 cal AD (68.2%)
1731-1766 cal AD (75.5%)
1857-1869 cal AD ( 3.2%)
1919-1947 cal AD (16.7%)

14
C年代を暦年代に較正した年代範囲

最外試料年代

最外年輪年代

測定番号 δ
13
C

（‰）
暦年較正用年代
(yrBP±1σ)

14
C 年代

（yrBP±1σ）
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表6　単体測定試料の放射性炭素年代測定および暦年較正の結果

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲

PLD-34698
A8区墓146

-28.41±0.14 150±20 150±20

Post-bomb NH2 2013:
1677-1692 cal AD (10.7%)
1728-1766 cal AD (28.2%)
1771-1777 cal AD ( 3.4%)
1799-1811 cal AD ( 8.7%)
1919-1941 cal AD (15.5%)
1951-1954 cal AD ( 1.6%)

Post-bomb NH2 2013:
1668-1698 cal AD (15.3%)
1723-1781 cal AD (36.2%)
1797-1816 cal AD (10.6%)
1834-1879 cal AD (12.7%)
1916-1954 cal AD (20.6%)

PLD-34699
A8区墓103

-26.83±0.14 204±20 205±20

Post-bomb NH2 2013:
1660-1675 cal AD (18.5%)
1768-1770 cal AD ( 2.0%)
1778-1799 cal AD (33.3%)
1941-1951 cal AD (14.4%)

Post-bomb NH2 2013:
1651-1681 cal AD (27.1%)
1737-1755 cal AD ( 5.8%)
1762-1803 cal AD (44.9%)
1937-1954 cal AD (17.6%)

PLD-34700
A8区墓112

-27.46±0.13 113±20 115±20

Post-bomb NH2 2013:
1693-1708 cal AD (10.3%)
1718-1728 cal AD ( 6.3%)
1812-1826 cal AD ( 9.5%)
1832-1888 cal AD (37.3%)
1912-1919 cal AD ( 4.8%)

Post-bomb NH2 2013:
1683-1735 cal AD (27.7%)
1806-1896 cal AD (54.8%)
1903-1929 cal AD (12.6%)
1953-1953 cal AD ( 0.1%)
1954-1955 cal AD ( 0.3%)

PLD-34701
A8区墓102

-26.09±0.13 106±21 105±20

Post-bomb NH2 2013:
1694-1714 cal AD (13.2%)
1715-1727 cal AD ( 7.9%)
1813-1837 cal AD (16.6%)
1842-1853 cal AD ( 6.6%)
1859-1861 cal AD ( 1.2%)
1867-1874 cal AD ( 4.6%)
1875-1891 cal AD (11.4%)
1908-1918 cal AD ( 6.8%)

Post-bomb NH2 2013:
1685-1731 cal AD (27.1%)
1808-1898 cal AD (54.9%)
1901-1927 cal AD (13.1%)
1954-1955 cal AD ( 0.2%)

PLD-34702
A5区墓47

-27.79±0.13 196±20 195±20

Post-bomb NH2 2013:
1664-1679 cal AD (17.3%)
1765-1773 cal AD ( 7.8%)
1777-1800 cal AD (27.2%)
1940-1952 cal AD (16.0%)

Post-bomb NH2 2013:
1656-1682 cal AD (22.6%)
1736-1759 cal AD (10.8%)
1760-1805 cal AD (42.5%)
1935-1954 cal AD (19.5%)

PLD-34703
A8区墓168

-25.51±0.13 200±21 200±20

Post-bomb NH2 2013:
1662-1678 cal AD (17.9%)
1765-1772 cal AD ( 6.0%)
1777-1800 cal AD (29.4%)
1940-1952 cal AD (15.0%)

Post-bomb NH2 2013:
1653-1682 cal AD (24.8%)
1736-1758 cal AD ( 8.9%)
1761-1805 cal AD (43.3%)
1936-1954 cal AD (18.4%)

測定番号 δ
13
C

（‰）
暦年較正用年代
(yrBP±1σ)

14
C 年代

（yrBP±1σ）

14
C年代を暦年代に較正した年代範囲
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7　出土木材の樹種同定

黒沼保子（パレオ・ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査で出土した木材の樹種同定を行った。なお、同じ試料を用いて放

射性炭素年代測定も行われている（放射性炭素年代測定の項参照）。

2．試料と方法
　試料は、A8 区から出土した胴木 3 点と、棺の桶蓋が 3 点、桶板が 2 点、A5 区から出土した桶

蓋の把手が 1 点の、合計 9 点である。いずれも近世の木材と考えられており、年代測定結果も推

定時期に対して整合的であった。

　これらの試料から、剃刀を用いて 3 断面（横断面・接線断面・放射断面）の切片を採取し、ガ

ムクロラールで封入してプレパラートを作製した。これを光学顕微鏡で観察および同定し、写真撮

影を行った。

3．結果
　樹種同定の結果、針葉樹のモミ属とマツ属複維管束亜属が確認された。結果の一覧を表 1 に示す。

　次に、同定根拠となった木材組織の特徴を記載し、光学顕微鏡写真を図版に示す。

（1）モミ属　Abies　マツ科　図版 1　1a-1c（No.33-3）

　仮道管および放射組織からなる針葉樹である。早材から晩材への移行は比較的緩やかである。放

射組織で数珠状末端壁がみられる。分野壁孔はスギ型で、1 分野に 1 ～ 4 個存在する。

　モミ属は暖帯から温帯の山地に生育する常緑高木で、ウラジロモミやシラベ、トドマツなど約 5

種がある。材は軽軟で加工容易であるが、割れや狂いが出やすく、保存性が低い。

（2）マツ属複維管束亜属　Pinus subgen. Diploxylon　マツ科　図版 1　2a-2c（No.30）、3c（No.31）、

4c（No.32）、5c（No.34）

　仮道管と垂直および水平樹脂道、放射組織、放射仮道管からなる針葉樹である。早材から晩材へ

表1　樹種同定結果一覧

調査区 遺物No. 器種 樹種 木取り 年代測定番号

墓146 桶蓋 マツ属複維管束亜属 柾目 PLD-34698

墓103 桶蓋 マツ属複維管束亜属 柾目 PLD-34699

墓112 桶蓋 マツ属複維管束亜属 柾目 PLD-34700

墓102 桶蓋の把手 マツ属複維管束亜属 角材 PLD-34701

A5区 墓47 桶板 マツ属複維管束亜属 板目 PLD-34702

墓168 桶板 マツ属複維管束亜属 板目 PLD-34703

1378 胴木 マツ属複維管束亜属 角材（芯持） PLD-34689～34691

1380 胴木 モミ属 角材 PLD-34692～34694

1379 胴木 マツ属複維管束亜属 角材（芯持） PLD-34695～34697

A8区

A8区
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の移行はやや急で、晩材部は広い。大型の樹脂道を薄壁のエピセリウム細胞が囲んでいる。分野壁

孔は窓状で、放射仮道管の水平壁は内側向きに鋸歯状に肥厚する。

　マツ属複維管束亜属は暖帯から温帯下部に分布する常緑高木で、アカマツとクロマツがある。材

は油気が多く、靱性は大である。

4．考察
　棺の桶蓋と、桶蓋の把手、桶板はすべてマツ属複維管束亜属であった。胴木では、マツ属複維管

束亜属とモミ属が確認された。マツ属複維管束亜属の材は針葉樹の中では重厚な部類に属し、モミ

属は比較的軽軟な材である（平井，1996）。どちらも割裂性は大きいため、製材は容易である。

　広島県における近世の木製品の分析例は少ないが、油免遺跡出土の近世の棺材（桶）にはマツ属

複維管束亜属が使用されており、江戸時代以降の土木材ではマツ属複維管束亜属が増加する傾向が

ある（伊東・山田編，2012）。

引用文献

平井信二（1996）木の大百科．394p，朝倉書店．
伊東隆夫・山田昌久編（2012）木の考古学－出土木製品用材データベース－．449p，海青社．



─　421　─



─　422　─

　以下に、同定根拠となった木材組織の特徴を記載し、走査型電子顕微鏡写真を図版に示す。

（1）ツツジ属　Rhododendron　ツツジ科　図版 1　1a-1c（No.1）

　小型で角張った道管が、ほぼ単独で分布する散孔材である。道管の穿孔は 20 段程度の階段状で

ある。道管相互壁孔は階段状となる。放射組織は単列と 5 ～ 10 列幅の 2 種類からなる異性で、単

列部は接線断面においてレンズ状を呈する。

　ツツジ属は熱帯から寒帯まで幅広く分布し、樹形も低木から高木まである常緑もしくは落葉の広

葉樹である。ツツジ亜属やシャクナゲ亜属などを含む約 50 種がある。

（2）モチノキ属　Ilex　モチノキ科　図版 1　2a-2c（No.4）

　小型の道管が、放射方向に数個複合して分布する散孔材である。道管の穿孔は 20 ～ 40 段程度

の階段状で、道管にはらせん肥厚が明瞭である。放射組織は多列で、ほぼ同性である。

　モチノキ属は熱帯から温帯に分布する常緑または落葉の高木または低木である。日本には 23 種

があるが、大きく常緑性のモチノキ亜属と落葉性のウメモドキ亜属に分けられる。材は、全体的に

重硬および強靱である。

4．考察
　黒色物質は、いずれも炭化材であった。遺構は墓であり、除湿を目的として混入させた可能性が

3．結果
　観察の結果、黒色物質はいずれも炭化材であっ

た。そこで、炭化材の樹種同定を行ったところ、

広葉樹のツツジ属とモチノキ属が確認された。結

果を表 1 に示す。

8　黒色物質の同定

黒沼保子・藤根　久（パレオ・ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査で出土した黒色物質について、素材の調査を行った。

2．試料と方法
　試料は、A5 区墓 47 より採取された黒色物質である。なお、遺構は墓と考えられている。

　まず、肉眼観察および実体顕微鏡観察により、炭化材であることが確認された。そこで、任意に

5 点を抽出し、樹種同定を行った。各試料からカミソリまたは手で 3 断面（横断面・接線断面・放

射断面）を割り出し、直径 1cm の真鍮製試料台に試料を両面テープで固定した。次に、イオンスパッ

タで金コーティングを施し、走査型電子顕微鏡（KEYENCE 社製　VHX-D510）を用いて樹種の同

定と写真撮影を行った。

表1　分析結果
No. 素材 樹種 形状 残存径
1 炭化材 モチノキ属 丸木 直径1.5㎝
2 炭化材 ツツジ属 丸木？ 半径1㎝
3 炭化材 モチノキ属 丸木 直径0.7㎝
4 炭化材 ツツジ属 丸木 直径0.7㎝
5 炭化材 モチノキ属 丸木？ 半径0.5㎝
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考えられる。なお、炭化材は直径 0.5 ～ 1.5 ㎝ほどで小径であり、枝材や低木が利用されていた。

参考文献

平井信二（1996）木の大百科．394p，朝倉書店．
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　［蛍光 X 線分析］

　蛍光 X 線分析は、マイラーフィルムを張った試料ホルダに土塊を入れて、測定試料とした。分

析装置はエスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社製エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析計

SEA1200VX を使用した。装置は、Ｘ線管が最大 50kV、1000 μ A のロジウム（Rh）ターゲット、

X 線照射径が 8mm または 1mm、X 線検出器は SDD 検出器（Vortex）である。この装置は、複数

の一次フィルタが内蔵されており、適宜選択、挿入することで S/N 比の改善が図れる。検出可能

元素はナトリウム（Na）～ウラン（U）であるが、軽元素の感度は蛍光 X 線分析装置の性質上若

干低く、特に定量分析におけるナトリウムの精度は低い。測定条件は、管電圧・一次フィルタの組

み合わせが 15kV（一次フィルタ無し・Cl 測定用）・50kV（一次フィルタ Pb 測定用・Cd 測定用）

の 4 条件で、測定時間は各条件 500 ～ 1000s、管電流自動設定、照射径 8mm、試料室内雰囲気

真空に設定した。定量分析は、酸化物の形で算出し、ノンスタンダード FP 法による半定量分析を行っ

た。

　［X 線回折分析］

　アルミナ製乳鉢でよく粉砕した粉末試料をアルミニウム試料板に充填して、不定方位試料とした。

分析装置は、株式会社リガク製 X 線回折装置 MiniFlex600 を使用した。装置は、X 線管が銅（Cu）

ターゲット、検出器が一次元半導体検出器（D/teX Ultra）を使用している。測定条件は、40kV、

15mA、入射ソーラスリット 2.5°、入射高さ制限スリット 10.0mm、発散スリット 1.250°、散

乱スリット 8.0mm、受光ソーラスリット 2.5°、受光スリット 13.0mm(Open)、K βフィルタに

Ni0.03mm、走査速度 10.0° /min、ステップ幅 0.02°、走査範囲 3 ～ 65°、蛍光 X 線軽減モー

ドに設定し、回転試料台で試料を回転させつつ測定した。

3．結果
　図版 1 に実体顕微鏡写真を、表 2 に蛍光 X 線分析の半定量分析結果を示す。マグネシウム（MgO）、

アルミニウム（Al2O3）、ケイ素（SiO2）リン（P2O5）、塩素（Cl）、カリウム（K2O）、カルシウ

9　白色土塊の蛍光X線分析およびX線回折分析

竹原弘展（パレオ・ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査で出土した白色土塊について、蛍光 X 線分析および X 線回折分

析を行い、材質を調査した。

出土
地区

出土
遺構

色調 備考

A5 墓47 5YR8/1灰白 漆喰か

表1　分析対象となる白色土塊

2．試料と方法
　試料は、A5 区墓 47 より採取された白色土塊である（表 1）。

試料は、実体顕微鏡による観察後、蛍光 X 線分析と X 線回折

分析を行った。
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MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZnO SrO ZrO2

1.79 5.87 13.42 1.67 0.07 0.31 74.83 0.20 0.16 1.38 0.01 0.28 0.02

表2　半定量分析結果（mass%）

方解石 石英 斜長石

◎ ○ ○

表3　検出鉱物一覧

◎：極めて明瞭なピークを検出　○：明瞭なピークを検出

ム（CaO）、チタン（TiO2）、マンガン（MnO）、鉄（Fe2O3）、亜鉛（ZnO）、ストロンチウム（SrO）、

ジルコニウム（ZrO2）が検出された。

　X 線回折分析により得られた回折パターンを図 1 に、検出された鉱物を表 2 に示す。方解石

（Calcite）、石英（Quartz）、斜長石類（図では曹長石 Albite）によく一致するピークが検出された。

4．考察
　実体顕微鏡観察では、砂粒が多く混ざり、スサ状の植物の痕跡とみられる空洞も観察された。

蛍光 X 線分析では、カルシウム（CaO）が極めて多く検出された。X 線回折分析においても、炭酸

カルシウム（CaCO3）の鉱物である方解石とよく一致するピークが極めて明瞭に検出されており、

漆喰の存在が確認された。漆喰を多めに使用した、たたきと考えられる。

参考文献

原田仁平（2015）材料分析における粉末 X 線回折法　MiniFlex の利用．211p，リガク．
中井　泉編（2005）蛍光 X 線分析の実際．242p，朝倉書店．
リガク編（2010）X 線回折ハンドブック．243p，リガク．

強
度

 (
c
p
s)

          0

      50000

     100000

Calcite, Ca C O3, 00-047-1743

Quartz, syn, Si O2, 00-046-1045

2θ (deg)

10 20 30 40 50 60

Albite, calcian, ordered, ( Na , Ca ) Al ( Si , Al )3 O8, 00-041-1480

図 1　X線回折分析結果

図版 1　実体顕微鏡写真
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3．結果
　同定した結果、草本植物のイネ籾殻とソバ

果実の 2 分類群が見いだされた。この他に、

数珠玉状の不明の木製品が得られた。大型植

物遺体以外には、同定の対象外とした不明骨

10　墓壙棺内出土大型植物遺体の同定

バンダリ スダルシャン・佐々木由香（パレオ・ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査において、旧材木町では、江戸時代と推定される土葬墓の棺が検

出された。この棺内から、人が食したと推測される種実を含む粘質土の塊が採取された。以下では、

この粘質土に含まれていた大型植物遺体の同定結果を示し、考察した。なお、同一試料で寄生虫卵

分析も行われている（別項参照）。

2．試料と方法
　分析試料は、広島市文化財団で採取された粘質土 1 試料である。試料は、土葬墓である A8 区墓

100 から採取された粘土質の塊で、水漬け保存されていた。調査時の所見では、被葬者の腸内にあっ

た種実と推定されている。同定・計数は、実体顕微鏡下で行った。計数の方法は、完形または一部

が破損していても 1 個体とみなせるものは完形として数え、1 個体に満たないものは破片とした。

多数含まれている分類群については、重量を計量し、完形に換算した場合の個体数を求めた。計数

が困難な分類群については、記号（+）でおおよその数を示した。試料は、広島市文化財団に保管

されている。

表1　出土した大型植物遺体（括弧内は破片数）
区

遺構
分類群 時期
イネ 籾殻 (1)
ソバ 果実 360* 7.45g
不明 数珠玉状木製品 5 (2)

骨遺体 (+)
＊ソバ果実5点の湿潤重量0.1035gから完形個体に換算した数
+:1-9

江戸時代

A8
墓89

遺体が得られた（表 1）。

　産出数はソバ果実が非常に多く、全て破損または破片で、完形個体は含まれていなかった。完形

ではないが残りの良い個体 5 点の湿潤重量と、ソバ果実全体の湿潤重量 7.45g から求めた完形換

算個体数は約 360 点であった。このほかに、イネ籾殻が 1 点、樹種不明の数珠玉状木製品の完形

が 5 点、破片が 2 点含まれていた。

　次に、得られた分類群の記載を行い、図版に写真を示して同定の根拠とする。なお、分類群の学

名は米倉・梶田（2003-）に準拠し、APG Ⅲリストの順とした。

（1）イネ　Oryza sativa L.　籾　イネ科

　黄褐色で、完形ならば側面観は楕円形、上面観は両凸レンズ形。基部と先端がやや尖り、縦方向

に稜線がある。表面には顆粒状突起がある。残存長 4.0mm、残存幅 2.2mm。

（2）ソバ　Fagopyrum esculentum Moench　果実　タデ科
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　褐色で、完形ならば側面観は頂部の尖った卵形、上面観は三角形。稜となる果実辺縁部はやや薄

い。長さ 6.2mm、幅 3.6mm（図版 1-2）、長さ 6.3mm、幅 3.5mm（図版 1-3）、長さ 6.1mm、幅 3.6mm

（図版 1-4）。

（3）不明　Unknown　数珠玉状木製品

　黒褐色で、上面観は円形。側面観は楕円形で、両側は平坦。中央に小さな穿孔があり、側面は研

磨され、光沢がある。高さ 3.9mm、直径 5.8mm。

4．考察
　食用などとして利用可能な種実はイネとソバであったが、いずれも籾殻や蕎麦殻で、完形個体は

含まれていなかった。また、数珠玉状の木製品が数点含まれていた。調査時の所見では、腸内にあっ

た種実と推定されていたが、産出した種実は食用にしない部位のため、木棺に蕎麦殻や籾殻が入れ

られた可能性や、蕎麦殻を入れた枕などが置かれていた可能性が考えられる。数珠玉状の木製品は、

遺体とともに埋葬された可能性が考えられる。

引用文献
米倉浩司・梶田　忠（2003-）BG Plants 和名－学名インデックス（YList），http://ylist.info
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4．考察
　寄生虫卵数については、試料 1 ㎤中に 1,000 個以上あれば糞便の可能性があると考えられてい

る ( 金原，1997)。しかしながら、分析試料からは寄生虫卵がまったく検出されなかった。よって、

今回の分析から、棺内に人が埋葬されていたかどうかについて言及するのは難しい。

引用文献

金原正明（1997）自然科学的研究からみたトイレ文化．大田区立郷土博物館編「トイレの考古学」：197-216，
東京美術．

11　寄生虫卵分析

森　将志（パレオ・ラボ）

1．はじめに
　広島平和記念資料館の発掘調査において、江戸時代の遺構と考えられる土葬墓の棺が検出された。

この棺内から、人が食したと推測される種子を含む粘質土の塊が採取された。棺内に人が埋葬され

ており、人が食した物が含まれているのならば、寄生虫卵も検出される可能性がある。そこで以下

では、この粘質土の寄生虫卵分析の結果を示し、考察した。

2．試料と分析方法
　分析試料は、A8 区墓 100 の棺内から採取された粘質土 1 点である。この試料について、以下の

手順に従って分析を行った。

　試料を遠沈管にとり、乾燥後、計量した。そこに 10% の水酸化カリウム溶液を加え、10 分間湯

煎する。水洗後、46% のフッ化水素酸を加え、1 時間放置する。水洗後、比重分離（比重 2.1 に調

整した臭化亜鉛溶液を加え遠心分離）を行い、浮遊物を回収し、水洗する。その後、酢酸処理を行

い、続けてアセトリシス処理（無水酢酸 9：濃硫酸１の割合の混酸を加え 20 分間湯煎）を行う。

水洗後、得られた残渣に適容量のグリセリンを加えて計量した。この残渣からプレパラートを作製

し、プレパラート全面に渡り検鏡した。なお、試料 1g 中の寄生虫卵含有数は、次式で求める。

　X ＝ BD/AC

　X：試料 1g 中の寄生虫卵含有数、A：分析に用いた試料の重量 (g)、B：濃縮試料＋グリセリンの

重量 (g)、C：濃縮試料＋グリセリンのうち、封入に用いた重量 (g)、D：プレパラート中の寄生虫

卵数

3．分析結果
　計量し、検鏡した結果を表 1 に示す。試料から寄生虫卵は検出

されなかった。
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12　動物遺存体の分析

石丸恵利子

はじめに
　平和記念公園内にある広島平和記念資料館敷地において耐震補強工事に伴う発掘調査が行われ、

溝や土坑などの遺構内および包含層から貝殻と動物骨などの動物遺存体が出土した。これらの種類

や部位を同定し、各資料の特徴や当時の生業、食文化、動物資源利用について考察した。

　採集された資料は、同一個体の可能性はあるが複数に分割されて小破片となっているため数をカ

ウントしていないものを除き 700 点以上を数える。骨類は現場で目についたものをすべてピック

アップし、貝類については目についたものの中から一部のみを持ち帰った資料である。確認された

のは、貝類 13 種、魚類 9 種、爬虫類 1 種、鳥類 2 種、哺乳類 8 種の計 33 種であった。以下にそ

の概要を記す。各動物種の生息地や利用については、魚類文化研究会編（1997）や江戸遺跡研究

会編（2001）、藤原（2011）などの末尾に記した文献を参照した。

１．出土動物遺存体の種類
（1）巻貝類（腹足綱）

・サザエ

　B1 区 SK14（6 期：17c ～ 18c 前半）で殻体と蓋が各 1 点、A9 区 SK12（4 期：明治前半）で

殻体 4 点と蓋 1 点、D3 区 SD1（1 期：被爆時以降）より殻体 1 点の計 8 点が確認された。サザエ

は北海道南部から九州、朝鮮半島の潮間帯下部から水深 20 ｍ程度の浅い岩礁域に生息する、食用

としてもよく知られた巻貝である。いずれの殻体も無棘で、殻長は 77 ㎜から 95 ㎜を測り、80 ㎜

前後のものが最も多く確認された。蓋 2 点の大きさからは殻長約 70 ㎜に復元される。

・タカラガイ科の一種

　C9 区 P1（1 期：被爆時以降～ 2 期：大正～昭和）の P1 よりタカラガイ科の一種を 1 点確認した。

殻長は 84 ㎜を測り、殻表にはわずかに黒斑模様が確認できることから、ホシダカラの可能性が指

摘できる。ホシダカラは、三浦半島や山口県北部以南の潮間帯から水深 40 ｍの岩礁やサンゴ礁に

生息する。タカラガイ類は観賞用に収集されることが多く、食用として持ち込まれたものである可

能性は低い。

・ナガニシ

　A9 区 SK12（4 期：明治前半）で殻長約 82 ㎜のものを 1 点確認した。ナガニシは北海道南部か

ら九州、朝鮮半島の水深 10 から 50 ｍの砂底に生息する。食用となり、身は食感がよく甘みがあ

り味も良いとされる。広島県では「夜泣貝」と呼ばれ、一般的な種として知られている。本調査地

点で確認できたことは興味深い。大型巻貝類の卵嚢は「うみほおずき」と称され、ナガニシの卵嚢

は「さかさほおずき」と呼ばれる。乾燥させて色を付け、口で音を鳴らして遊ぶ玩具となっていた

ことが、古くは享保末の絵図や幕末の書物に記されている。
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・アカニシ

　A5 区 SK9（4 期：明治前半）で殻体 1 点、A9 区 SK12（4 期：明治前半）で殻体 1 点と殻片 1 点、

A6 区墓 3（近代被爆時まで）で殻体 3 点の計 6 点を確認した。アカニシは北海道南部以南の水深

30 ｍ以浅の砂泥底に生息し、他の貝を食べる肉食性の貝である。味の良い大型の巻貝として、古

くから海辺では盛んに食べられてきた種である。殻長 110 ㎜程度のものから、170 ㎜のものまで

を確認することができた。ナガニシ同様に、アカニシの卵嚢は「なぎなたほおずき」と呼ばれる。

また、テングニシは「ぐんばいほおずき」、ボウシュウボラは「とっくりほおずき」、バイは「あわ

ほおずき」などとそれぞれ呼ばれている。

（2）二枚貝類（二枚貝綱）

・サルボウ

　C3 区土器だまり（6 期：17c ～ 18c 前半）で殻長 45 ㎜の右殻が 1 点のみ確認された。サルボ

ウは東京湾から有明海の潮間帯上部から水深20ｍの砂泥底に生息し、放射肋は32本前後を数える。

岡山や山陰では、「アカガイ」と呼んで現在でもよく食される。

・イタヤガイ

　A9 区 SK12（4 期：明治前半）で扁平な左殻が 1 点、D3 区 SD1（1 期：被爆時以降）より大き

く膨れる右殻が 1 点、C3 区土器だまり（6 期：17c ～ 18c 前半）から右殻が 1 点の計 3 点が確認

された。イタヤガイは北海道南部から九州の水深 10 から 100 ｍの砂底に生息し、食用となる。ホ

タテガイが分布しない西日本では、貝柱を取るための重要な種である。右殻は、中世から近世にか

けてしゃもじや杓子としての利用が報告されているが、出土資料に使用や加工の痕跡は認められな

かった。

・イワガキ

　A5 区 SK9（4 期：明治前半）より右殻が 1 点のみ確認された。殻長 102 ㎜を測る。イワガキは

陸奥湾から九州の潮間帯の岩礁にいずれも礫や岩に付着して生息する。食用となり、マガキよりも

身が大きくなり、夏が旬である。

・カガミガイ

　B1 区 SK14（6 期：17c ～ 18c 前半）で殻長 62 ㎜以上の左殻 1 点、A9 区 SK12（4 期：明治前

半）で殻長 49 ㎜以上の左殻 1 点 C3 区土器だまり（6 期：17c ～ 18c 前半）で殻長 61 ㎜の右殻

1 点の計 3 点を確認した。カガミガイは北海道南西部から九州、朝鮮半島などの潮間帯下部から水

深 60 ｍの細砂底に生息する。食用となる。

・アサリ

　B1 区 SK14（6 期：17c ～ 18c 前半）で右殻 9 点と左殻 5 点の計 14 点、また A9 区 SK12（4 期：

明治前半）で右殻 22 点と左殻 26 点、殻頂部の欠損した左右不明の縁辺破片 8 点の計 56 点が確

認された。アサリは北海道から九州の潮間帯中部から水深 10 ｍの砂礫泥底に生息し、潮干狩りの

代表的な種として現在最も多く食べられている貝種のひとつである。

　B1 区 SK14 出土のアサリは殻長 30 ㎜から 45 ㎜のものが存在し、30 から 35 ㎜未満のものが最

も多く確認された。一方、A9 区 SK12 出土のアサリは殻長が 19 ㎜のものから 44 ㎜のものが存在し、
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25 から 30 ㎜未満のものが最も多く確認された。B1 区 SK14 に含まれていたアサリのほうが全体

的にやや大きい特徴がうかがえた。

・ハマグリ

　B1 区 SK14（6 期：17c ～ 18c 前半）で右殻 4 点と左殻 3 点、A9 区 SK12（4 期：明治前半）

で右殻 61 点と左殻 63 点、左右不明の縁辺片 17 点、C3 区土器だまり（6 期：17C ～ 18C 前半）

で右殻と左殻各 2 点、左右不明の縁辺片 1 点の 153 点が確認された。ハマグリは北海道南部から

九州の潮間帯下部から水深 20 ｍの内湾の砂泥底に生息する。本調査において最も多く確認された

貝種である。

　B1 区 SK14 から出土したハマグリは、殻長 45 ㎜から 60 ㎜までの比較的大きなものであった。

一方、A9 区 SK12 のハマグリは殻長 25 ㎜以下のものから 50 ㎜未満までの小さなものが多く、殻

長 30 ㎜から 35 ㎜のものが最も多く確認された。アサリ同様に、B1 区 SK14（6 期：17c ～ 18c

前半）の方が、A9 区 SK12（4 期：明治前半）よりも大きな個体が多い特徴がうかがえた。

・シオフキ

　A9 区 SK12（4 期：明治前半）で殻高 37 ㎜の左殻が 1 点のみ確認された。シオフキは宮城県以南、

四国、九州の潮間帯下部から水深 20 ｍの砂泥底に生息する。殻は薄質でよく膨らみ、殻表には低

い同心円肋が発達するのが特徴である。食用となる。

・ミルクイ

　A9 区 SK12（4 期：明治前半）で右殻と左殻各 2 点、左右不明の縁辺片 2 点、また A9 区 SK15（4

期：明治前半）で右殻 3 点の計 9 点を確認した。殻長が計測できたものとして、A9 区 SK12 の右

殻が 132 ㎜以上を測り、A9 区 SK15 の右殻はそれぞれ 142 ㎜以上、158 ㎜、162 ㎜を測る大き

なものであった。ミルクイは北海道から九州、朝鮮半島の潮間帯下部から水深 20 ｍの泥底に生息

する。市場や一般には「ミルガイ」と呼ばれる。水管に海藻（ミル）をつけていることがあり、ミ

ルを食べているように見えるためミルクイの名がついたとされる。主に太い水管が食用となる。

・オオノガイ

　B1 区 SK14（6 期：17C ～ 18C 前半）で左殻が 1 点のみ確認された。左殻の弾帯受けは丸く、

水平に右殻の殻頂の下に突き出す特徴を持つ。北海道から九州、朝鮮半島などの潮間帯の砂泥底に

深く潜って生息する。食用とすることができる。

（3）魚類

・ツノザメ目の一種

　C6 区 SK7（2 期：大正～昭和）でツノザメ類の背鰭棘 3 点を確認した。ツノザメ目のうち大き

な背鰭棘を持つ種は、カラスザメ科やアイザメ科、ツノザメ科に分類される種が含まれるが、瀬戸

内海に生息する種としてはフトツノザメが報告されている。フトツノザメには第 1 背鰭棘と第 2

背鰭棘があり、それぞれに毒をもつとされる。3 点確認されたことから、少なくとも 2 個体の存在

を知ることができる。また、多くのサメ類は特有のアンモニア臭をもつが、ツノザメ類にはそのア

ンモニア臭がないため、練り製品などに加工されている。そのため、食用として背鰭のついたまま

運ばれて利用された可能性が高いが、椎骨は確認されなかった。
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・ボラ科の一種

　C6 区 SK7（2 期：大正～昭和）で主鰓蓋骨 1 点を確認した。ボラ科にはボラやメダナなど 16

種が含まれるが、瀬戸内海にはボラ、セスジボラ、メダナの生息が報告されている。ボラは北海道

から九州の内湾や外洋に広く分布し、沿岸浅所、河川汽水域から淡水域でも捕獲することができ、

寒ボラが美味しいとされる。洗いや刺身、塩焼きなどで食され、卵巣はカラスミの材料になる。

・コチ科の一種

　C6 区 SK7（2 期：大正～昭和）で歯骨と前鰓蓋骨が各 1 点、D8 区 SK7（3 期：明治後半～大正）

で前鰓蓋骨 1 点、C5 区 SX2（1 期：被爆時以降）で歯骨 1 点の計 4 点を確認した。コチ科には

21 種が含まれるが、瀬戸内海にはマゴチ、イネゴチ、メゴチなど 5 種の生息が認められる。マゴ

チは浅海の砂泥底に生息し、刺身や煮つけなどで食すことができる。夏が旬で瀬戸内海では現在で

もよく食べられており、岡山県では郷土料理「コチのかけ飯」として知られている。全長 35 ㎝の

現生骨格標本と比較して、同大のものとそれより大きなものが確認された。

・スズキ

　C6 区 SK7（2 期：大正～昭和）でスズキの主鰓蓋骨 1 点を確認した。スズキの主鰓蓋骨は同属

のヒラスズキと形態が異なるため種を特定することができる。スズキは北海道から日本海側では九

州北西岸、太平洋側では日向灘、また瀬戸内海などの岩礁域や内湾に生息する。現在でも食用魚と

して重要な種である。主鰓蓋骨の中央部分が斜めに切断されており、解体調理の際に付けられた痕

跡だと考えられる。破片から個体の体長復元は困難であるが、全長約 50 ㎝の標本と同大程度のも

のと推測される。

・ブリ属の一種

　C9 区井戸（1 期：被爆時以降以前）で椎骨 1 点、C6 区 SK7（2 期：大正～昭和）で歯骨や主上

顎骨などの複数部位が 10 点の計 11 点が確認された。ブリ属にはブリやヒラマサなど 4 種が含ま

れるが、一般にブリ、カンパチ、ヒラマサのことをブリ属 3 種という。これらすべての種と比較

できていないためブリ属の一種とした。うち椎骨と角骨に切断された解体痕を観察することができ

た。西日本のブリ、東日本のサケと年取り魚は東西で分かれ、ブリは西日本ではなじみのある魚種

である。また成長に伴いヤズ、ハマチ、ブリなどと呼び名の変わる出世魚である。瀬戸内海などは

ハマチと呼ばれる 50 ㎝以下の若魚を尊ぶ。ハマチの養殖は大正から昭和にかけて香川県で開始さ

れ、これが海水養殖の始まりとされる。

・クロダイ属の一種

　A3 区 SK3（1 期：被爆時以降）で歯骨と第 2 臀鰭棘を各 1 点確認した。クロダイ属にはクロダ

イやナンヨウチヌなど 5 種が含まれるが、形態によるそれらの区別は難しく、クロダイ属の一種

とした。生息域から推定すると、クロダイかキチヌの可能性が高い。クロダイは北海道から九州南

岸に広く分布し、瀬戸内海ではチヌとしてよく知られた種で、内湾の河口域などに多く生息する。

・マダイ（マダイ亜科）

　A3 区 SK3（1 期：被爆時以降）で前頭骨と上後頭骨が各 1 点、C6 区 SK7（2 期：大正～昭和）

で前頭骨や主上顎骨などの複数部位が計 14 点、A9 区 SK12（4 期：明治前半）で前頭骨 1 点、C5
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区 SK35（5 期：18c 後半～幕末）で前鰓蓋骨 1 点、B7 区炉跡 2（3 期：明治後半～大正）で主鰓

蓋骨 1 点、遺構外から前上顎骨や主上顎骨など 4 点の計 23 点が確認された。魚類の中で最も多く

確認された種である。前頭骨と上後頭骨の形態はマダイと同定することができるが、その他の部位

はチダイやタイワンダイなどと類似するためマダイ亜科としたが、その多くが大きさ的には大型に

なるマダイの可能性が高い資料である。

　また、前頭骨 2 点と主鰓蓋骨 1 点に切断された痕跡を観察することができた。いずれも側面か

ら見て斜め方向に前後で切断され、また前頭骨の口先側も斜めや横方向に切断された状態である。

・サバ属の一種

　C6 区 SK7（2 期：大正～昭和）でサバ属の歯骨や前上顎骨など 7 点を確認した。左右がある部

位は大きさ的に同大であり、同一個体のものである可能性が高い。形態からはマサバかゴマサバと

考えられる。マサバは春から夏に沿岸表層域を大群をなして産卵しながら北上する回遊魚で、瀬戸

内海では春から夏に若魚が来遊し、秋に南下して外海に出るとされる。秋に非常に美味であるため

「秋サバ、嫁に食わすな」のことわざがある。ゴマサバは黒潮系暖水の影響がある海域に分布し、

マサバより比較的高水温、高塩分の水域を好むとされる。春から夏に北上し、秋から冬に南下し、

瀬戸内海のゴマサバは九州西岸から薩摩海域や足摺岬沖合を経由して来遊する群の一部とされる。

両種ともに刺身や塩焼き、煮つけ、寿司などで食され、庶民的な魚の代表である。

・ウマヅラハギ属の一種

　C6 区 SK7（2 期：大正～昭和）で腰帯 7 点を確認した。ウマヅラハギはカワハギ科に属し、瀬

戸内海にはカワハギやウマヅラハギ、ウスバハギなど 9 種の生息が確認されているが、大きさか

ら推測するといずれもウマヅラハギ属のキビレカワハギかウマヅラハギの可能性がある。ウマヅラ

ハギの標本と類似するが、キビレカワハギとは比較できていないため、ウマヅラハギ属の一種とし

た。ウマヅラハギは北海道全沿岸、津軽海峡から九州南岸の沿岸域に広く分布し、煮つけや鍋物、

干物などとして食される。

（4）爬虫類

　D8 区埋土（トレンチ）よりニホンイシガメかクサガメと考えられる腹甲と背甲が計 7 点確認さ

れた。大きさが異なるため、複数個体が存在すると考えられる。解体痕などは観察できなかった。

ニホンイシガメは山麓の池沼や水田、河川では上流から中流にかけて生息する。クサガメは主に平

地の河川や池沼で、それに続く水田や水路にも生息する。いずれの種も人為的に神社や公園などの

池に放たれるなどされ、かつては各地で見ることができたが、近年生息数は激減している。

（5）鳥類

・ウ科の一種

　D3 区 F 面埋土で烏口骨 1 点を確認した。ウ科にはウミウ、カワウ、ヒメウが含まれるが、カワ

ウの骨格図譜よりもやや小型であったため、3 種のうちもっとも小型のヒメウの可能性がある。ヒ

メウは夏季に南千島や北海道、本州北部で繁殖し、冬季に主に本州中部以南や九州以北へ南下する。

ヒメウであるとすると、冬季に捕獲された可能性がある。

・ニワトリ
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　A5 区 SK6（3 期：明治後半～大正）、A8 区、B3 区、B8 区、B9 区、D3 区の埋土・攪乱土で足

根中足骨や大腿骨、上腕骨など 8 点を確認した。うち 2 点の大腿骨で割れた骨幹部内部に骨髄骨

を観察することができた。骨髄骨は産卵期の雌個体に確認されるもので、雌雄の判断や捕獲の時期

を判断するうえで重要である。

（6）哺乳類

・イヌ

　C3 区被爆面埋土で尺骨 1 点、C6 区堀（6 期：17C ～ 18C 前半）で第 5 中手骨 1 点、C6 区 SB2

（1 期：被爆時以降）で上腕骨や橈骨などの複数部位 33 点、B8 区被爆面埋土で脛骨 1 点、C4 区

被爆面埋土で橈骨 1 点の計 37 点を確認した。その他、前述資料の同一個体で部位が特定できない

小破片も複数存在する。C6 区 SB2 の資料は同一個体だと考えられ、いずれも火を受けて灰色もし

くは黒色を呈する。また、B10 区 SK7（4 期：明治前半）では 1 個体まとまった状態で検出された。

同じ土坑内からは複数の魚骨も出土しているが、解体処理などは行われず埋葬あるいは 1 個体が

そのまま投棄された状況がうかがえる。

・ネコ

　B9 区 SK2（2 期：大正～昭和）で下顎骨 1 点、B8 区 SK3（3 期：明治後半～大正）で脛骨 1 点、

A8 区 SD2（3 期：明治後半～大正～ 5 期：18c 後半～幕末）で大腿骨や脛骨などの複数部位 22 点、

A8 区炉跡（3 期：明治後半～大正～ 4 期：明治前半）で橈骨や尺骨など 3 点、D8 区防空壕（1 期：

被爆時以降）で大腿骨 1 点、また A6 区や B8 区の埋土中より肩甲骨や踵骨など約 130 点が確認さ

れた。いずれも四肢骨の骨端部は化骨済の成獣であった。哺乳類の中で最も多くの資料が確認され

た種である。解体痕は観察できなかった。また火を受けた資料も確認されなかった。A8 区 SD2 で

は 2 個体分が、また B8 区 C 面埋土においても 2 個体分が確認された。

・イノシシ属

　A9 区 SB2（3 期：明治後半～大正）で遊離歯の下顎第 1 後臼歯 1 点、D3 区 SK9（5 期：18c 後

半～幕末）で肩甲骨 1 点、C4 区 SK14（5 期：18c 後半～幕末）で橈骨 1 点、C6 区 SK16（3 期：

明治後半～大正）で肩甲骨 1 点、C6 区堀（6 期：17C ～ 18C 前半～）で肩甲骨と上腕骨など 3 点、

B1 区 SD7（6 期：17c ～ 18c 前半）で上腕骨 1 点、C6 区 B 面埋土や C8 区被爆面埋土で下顎乳切

歯や大腿骨骨幹部破片各 1 点の計 10 点を確認した。形態によってイノシシとブタを区別すること

は難しいためイノシシ属とした。骨端部が化骨済の大型成獣はオス個体の可能性があり、遊離歯の

下顎第 1 後臼歯はやや小さいためメスのものである可能性が高い。

・ニホンジカ

　B2 区攪乱土で脛骨 1 点、B9 区被爆面埋土で中足骨 1 点、C5 区 E・F 面埋土で中足骨や鹿角な

ど 4 点、D3 区 F 面埋土で寛骨 1 点の計 7 点を確認した。いずれも成獣のものであった。D2 区 F

面埋土で出土した鹿角は袋角と考えられ、両端部は欠損しているものの興味深い資料である。

・ウシ

　D8 区 SK1（1 期：被爆時以降）で環椎 1 点と C3 区 G 面で上腕骨 1 点の計 2 点を確認した。環

椎には頭部と接合する部分に切創が観察できたことから、頭部と頸部を切り離した可能性が示唆さ
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れる。また、上腕骨は同一個体の近位端も確認され、遠位ともに化骨済の成獣個体であった。

・クマネズミ属の一種

　C5 区 SX2（1 期：被爆時以降）で大腿骨や上腕骨など 6 点、B3 区 SK3（1 期：被爆時以降）で

頭蓋骨や下顎骨など複数部位が確認された。いずれも同一個体のものと考えられる。また、B6 区

被爆面埋土で大腿骨 1 点を確認した。合計 26 点確認された。

・ウマ

　C4 区 SK5（4 期：明治前半）で橈骨 1 点、C6 区 SB1（1 期：被爆時以降）で第 2 もしくは第 4

中足骨を 1 点確認した。橈骨は近位部の骨幹部で、近位と遠位両端部側が切断された状態であり、

骨製品を製作するための素材あるいは素材を取った残りの部分だと考えられる。切断面は平滑に磨

かれており、刃物の刃の痕跡は観察されなかった。中足骨は完形品で加工は施されていなかった。

２．まとめ
　これまで広島城周辺地点においては、広島城内に位置づけされる太田川河川事務所地点と法務総

合庁舎地点から動物遺存体が出土している（黒澤 2006、石丸 2009）。本稿は、広島城下町に相当

する地点から出土した動物遺存体の最初の報告であり、当地域の近世から近現代の動物資源利用や

食環境の様相を知るうえで極めて貴重な資料が得られたといえる。

　貝類では、ハマグリ、アサリが多く確認され、これらが主に利用された種であったことがうかが

えた。また、アカニシ、イワガキ、ミルクイなどは大型個体が多い特徴がうかがえるが、これは調

査時に目についた大きな個体を選択的に採集し、すべての出土資料を持ち帰っていないことが影響

している可能性がある。マガキが確認できなかった点も、今後の周辺調査で注視する必要がある。

広島湾沿岸では、マガキは江戸時代初期に養殖が開始され、地元でも多く食べられていたと考えら

れるため、カキ殻利用の歴史なども視野にいれて考察する必要があるのかもしれない。なお、1 点

のみであるが、ナガニシが確認された点は、近現代の広島市周辺域の貝食文化を物語る証拠として

興味深い。日本各地で採れたナガニシであるが、近年まで広島県などの限定された地域でのみ好ん

で食べたとされる。全体的な貝類相は、干潟から内湾の砂底域や岩礁域で採取される種が主体を占

め、それらは当時の広島湾沿岸域で採取が可能であったと考えられる。しかし、平成・令和の時代

に入り、広島湾周辺の海域に限らず、ハマグリは全くと言ってよいほど採取することができなくなっ

ている。アサリやその他の出土貝類も同様な状況にあり、出土資料は、近年になって海域環境と貝

食の文化が劇的に変化したことを物語っていると言える。また、タカラガイ科の一種は、南方から

お土産のような形でもたらされたのではないだろうか。

　また魚類では、ツノザメ類の背鰭棘が出土しているのが注目される。知る限りでは、広島県域で

は初めての報告例である。最も多く確認されたのはマダイあるいはマダイ亜科で、中世・近世の瀬

戸内海沿岸部の遺跡に共通する主たる出土魚種である。また、本調査地点の資料は、太田川地点や

法務地点出土資料と比較して解体痕のあるものは少ない印象を受け、中世・近世に特徴的なマダイ

の前頭骨が左右に分割された、いわゆる梨割り・内割り資料は確認されなかった。

　さらに、爬虫類はカメ類が、鳥類はニワトリとウ科の一種が確認された。骨幹部が割れたニワト
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リ資料において骨髄骨が観察され、産卵期に利用されたことを知ることができた。鳥類の骨髄骨資

料は、島根県松江市所在の松江城下町遺跡出土のキジ科においても確認されている（石丸・江田

2011）。

　哺乳類では、ネコの出土資料が多いのが特徴である。イヌがそれに次ぐ量確認された。それらの

資料は一部の部位のみである場合もあるが、1 個体分がまとまった状況だと考えられるものが複数

確認でき、B10 区 SK7 では埋葬された可能性のあるイヌが検出されている。また、イヌには焼け

た資料が多い一方で、ネコには 1 点も火を受けた資料が確認できなかったのは気になる点でもある。

これらの特徴と調査地点の性格や共伴遺物の種類などとともに再考することにより、当時のイヌ・

ネコと人との関係をより具体的に知ることができると期待される。また、骨製品の素材あるいは未

成品のウマの橈骨が出土しており、当時のウシ・ウマ利用を知るうえでの貴重な情報も得られた。

　以上のように、出土動物遺存体からは、近世広島城下町（共伴土器から、古くは 17 世紀前半）

から被爆後近現代までの食環境や人と動物とのかかわりの一端を知ることができた。広島市におい

て、城下町の様相や被爆前後の歴史をより具体的に明らかにすることは、非常に意味があると考え

られる。今後、周辺遺跡の調査が進むことを期待し、また調査の際は目の細かいフルイを用いた土

壌の水洗選別作業が実施されることも望まれる。
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表1　出土動物遺存体種名一覧
門 綱 目

軟体動物門 腹足綱 古腹足目 サザエ科 サザエ
Mollusca Gastropoda Vetigastropoda Turbinidae Turbo cornutus

新生腹足目 タカラガイ科の一種
Caenogastropoda Cypraeidae gen. et sp. indet.

イトマキボラ科 ナガニシ
Fasciolariidae Fusinus perplexus
アッキガイ科 アカニシ
Muricidae Rapana venosa

二枚貝綱 フネガイ目 フネガイ科 サルボウ
Bivalvia Arcoida Arcidae Scapharca kagoshimensis

カキ目 イタヤガイ科 イタヤガイ
Ostreoida Pectinidae Pecten albicans

イタボガキ科 イワガキ
Ostreidae Crassostrea nippona

マルスダレガイ目 マルスダレガイ科 カガミガイ
Veneroida Veneridae Phacosoma japonicum

アサリ
Ruditapes philippinarum
ハマグリ
Meretrix lusoria

バカガイ科 シオフキ
Mactridae Mactra veneriformis

ミルクイ
Tresus keenae

オオノガイ目 オオノガイ科 オオノガイ
Myoida Myoidae Mya arenaria oonogai

脊椎動物門 軟骨魚綱 ツノザメ目の一種
Vertebrata Chondrichtyes Squaliformes fam., gen. et sp. indet.

硬骨魚綱 ボラ目 ボラ科の一種
Osteichthyes Mugiliformes Mugilidae  gen. et sp. indet.

スズキ目 コチ科の一種
Perciformes Platycephalidae gen. et sp. indet.

スズキ科
Percichthyidae
アジ科
Carangidae
タイ科 クロダイ属
Sparidae Acanthopagrus  sp.

マダイ亜科の一種
Pagrinae gen. et sp. indet.

タイ科の一種
Sparidae gen. et sp. indet.
サバ科 サバ属
Scombridae Scomber  sp.

フグ目 カワハギ科
Tetraodontiformes Monacanthidae

爬虫綱 カメ目 バタグールガメ科
Reptilia Chelonia Bataguridae gen. et sp. indet.
鳥綱 ペリカン目 ウ科の一種
Aves Pelecaniformes Phalacrocoracidae gen. et sp. indet.

キジ目 キジ科 ニワトリ
Galliformes Phasianidae Gallus gallus domesticus

哺乳綱 霊長目 ヒト科 ヒト
Mammalia Primates Hominidae Homo sapience

食肉目 イヌ科
Carnivora Canidae

ネコ科
Felidae

偶蹄目 イノシシ科
Artiodactyla Suidae

シカ科
Cervidae
ウシ科 ウシ
Bovidae Bos taurus

齧歯目 ネズミ科
Rodentia Muridae
奇蹄目 ウマ科 ウマ
Perissodactyla Equidae Equus caballus

種名表記は、奥谷ほか（2017）、中坊編(2013)、内山ほか(2005)、宇田川(2006)、阿部ほか(2008)、伊沢ほか編（1996）に従った。

イノシシ属
Sus scrofa

科 属/種

Rattus  sp.

スズキ
Lateolabrax japonicus
ブリ属の一種
Seriola  sp.

マダイ
Pagrus major

ウマヅラハギ属の一種
Thamnaconus  sp.

クマネズミ属の一種

ニホンジカ
Cervus nippon

イヌ
Canis familiaris
ネコ
Felis catus
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表 2　名勝平和記念公園内遺跡 広島平和記念資料館本館下地点　出土動物遺存体観察表
＊鳥類・哺乳類の計測場所は Driesch(1998) に従い、魚類については図１・２に記した。

№ 出土場所 分類群 種名 部位 部分 左右 数量 観察 計測値 *
1 A9 区 SK15 二枚貝綱 ミルクイ 殻頂部＋殻体 右 1 殻長 :161.5 殻高 :116.9

2 A9 区 SK15 二枚貝綱 ミルクイ 殻頂部＋殻体 右 1 殻長 :157.6 

殻高 :113.3 以上

3 A9 区 SK15 二枚貝綱 ミルクイ 殻頂部＋殻体 右 1 殻長 :142.0 以上

殻高 :100.8 以上

4 A6 区墓 3 腹足綱 アカニシ 殻体 - 1 殻長 :131.7 殻幅 :101.3

5 A6 区墓 3 腹足綱 アカニシ 殻体 - 1 殻長 :144.0

6 A6 区墓 3 腹足綱 アカニシ 殻体 - 1 殻長 :110 程度

7 A5 区 SK9 二枚貝綱 イワガキ 殻頂部＋殻体 右 1 殻長 :102.4 殻高 :135.5

8 A5 区 SK9 腹足綱 アカニシ 殻体 - 1 殻長 :170.8 殻幅 :141.6

9 C9 区 P1 腹足綱 タカラガイ

科

殻体 - 1 ホシダカラ？ 殻長 84.18 殻幅 58.21

10 A9 区 SK12 腹足綱 アカニシ 殻体 - 1 殻幅 :82.5

11 A9 区 SK12 腹足綱 サザエ 殻体 - 1 殻長 :95.46 殻幅 :78.84

12 A9 区 SK12 腹足綱 サザエ 殻体 - 1 殻長 :84.77 殻幅 :72.28

13 A9 区 SK12 腹足綱 サザエ 殻体 - 1 殻長 :80.28 

殻幅 :66.7 以上

14 A9 区 SK12 腹足綱 サザエ 殻体 - 1 殻長 :80.82

15 A9 区 SK12 腹足綱 サザエ 蓋 - 1 長径 29.0 短径 26.4

16 A9 区 SK12 腹足綱 ナガニシ 殻体 - 1 殻長 :81.97 殻幅 :29.84

17 A9 区 SK12 二枚貝綱 イタヤガイ 殻頂部＋殻体 左 1 殻長 :103.18 

殻高 :83 以上

18 A9 区 SK12 二枚貝綱 ミルクイ 殻頂部＋殻体 右 1 殻長 :132 以上

19 A9 区 SK12 二枚貝綱 ミルクイ 縁辺部 右 1 前縁部破片

20 A9 区 SK12 二枚貝綱 ミルクイ 殻頂部 左 1

21 A9 区 SK12 二枚貝綱 ミルクイ 殻頂部 左 1

22 A9 区 SK12 二枚貝綱 カガミガイ 殻頂部＋殻体 左 1 殻長 :49.4 以上

殻高 :46.8

23 A9 区 SK12 二枚貝綱 シオフキ 殻頂部＋殻体 左 1 殻高 :36.96

24 A9 区 SK12 二枚貝綱 ミルクイ 縁辺部破片 2

25 A9 区 SK12 腹足綱 アカニシ 破片 1

26 A9 区 SK12 二枚貝綱 アサリ 殻頂部＋殻体 右 22

27 A9 区 SK12 二枚貝綱 アサリ 殻頂部＋殻体 左 26

28 A9 区 SK12 二枚貝綱 ハマグリ 殻頂部＋殻体 右 61

29 A9 区 SK12 二枚貝綱 ハマグリ 殻頂部＋殻体 左 63

30 A9 区 SK12 二枚貝綱 アサリ 縁辺部破片 不明 8

31 A9 区 SK12 二枚貝綱 ハマグリ 縁辺部破片 不明 17

32 A9 区 SK12 二枚貝綱？ 不明 1
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№ 出土場所 分類群 種名 部位 部分 左右 数量 観察 計測値 *
33 A9 区 SK12 硬骨魚綱 マダイ 前頭骨 右側破片 1

34 B8 区 墓 11

下層

哺乳綱 イヌ 頭蓋骨 複数 上顎臼歯 M1,M2( い

ずれも左 ), 左右上顎

犬歯 ( 各 1 本 )

P4:L15.74,GB8.19

B5.21,M1:L10.73

B11.55

35 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 大腿骨 右 1 近位遠位両化骨 GL:101.67,GLC:101.26

Bp:19.24,Bd:17.5

36 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 大腿骨 右 1 近位遠位両化骨 GLC:102.85,Bd:17.88

37 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 大腿骨 骨頭欠損 左 1 近位遠位両化骨 GL:100.43,Bd:17.21

38 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 大腿骨 近位部～遠位 左 1 近位遠位両化骨 Bd:17.79

39 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 上腕骨 近位部～遠位 右 1 遠位化骨 Bd:16.73,BT:12.23

40 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 橈骨 右 1 近位遠位両化骨 , 中

央折れ , 遠位端欠損

Bp:7.86

41 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 寛骨 右 1 腸骨・坐骨・恥骨す

べて一部欠損

SH:10.48

42 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 脛骨 近位端 右 1 化骨 Bp:17.48

43 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 脛骨 左 1 近位遠位両化骨 GL:101.77,Bp:18.9

Dd:9.59

44 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 寛骨 腸骨 左 1 SH:10.62

45 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 踵骨 左 1 GL:27.05,GB:12.3

46 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 距骨 左 1 一部欠損 GL:14.47

47 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 椎骨 ー 4

48 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 腓骨？ 不明 1

49 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 肋骨 不明 2

50 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 第２中足骨 近位～骨幹部 左 1 化骨

51 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 第３中足骨 左 1 近位端一部欠損あり GL:6.41

52 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ 中足骨 近位部～遠位 不明 1

53 A8 区 SD2 哺乳綱 ネコ？ 不明破片 複数

54 C5 区 SW4 哺乳綱 不明 肋骨 2

55 C5 区 SW4 哺乳綱 不明 四肢骨骨幹

部

2

56 C5 区 SW4 哺乳綱 不明 不明破片 2

57 C3 区 G 面 哺乳綱 ウシ 上腕骨 近位部～遠位 右 1 接合しないが他に近

位端破片 3 点

BT:73.22

58 B8 区 SK3 哺乳綱 ネコ 脛骨 右 1 化骨、近位遠位一部

欠損

GL:110.89

59 D3 区 SK9 哺乳綱 イノシシ属 肩甲骨 右 1 化骨、肩甲頚外側面

に切創、遠位端部噛

まれた痕跡あり、大

型個体、3 点うち 2

点は接合、残り 1 点

も同一個体か

SLC:31.66
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№ 出土場所 分類群 種名 部位 部分 左右 数量 観察 計測値 *
60 D8 区

防空壕

哺乳綱 ネコ 大腿骨 右 1 両端部化骨 GL:112.88,GLC:112.45

Bp20.86,Bd:18.63

61 C6 区堀 哺乳綱 イノシシ属 脛骨 近位部～遠位

部

右 1 ガリ痕らしきものも

あるが、そぎ取られ

たような痕跡も骨幹

部後方面にあり

SD:23.67

62 C4 区 SK14 哺乳綱 イノシシ属 橈骨 左 1 両端部化骨 GL:162.55

Bp:33.03,Bd:37.49

63 C6 区堀 哺乳綱 イノシシ属 肩甲骨 左 1 化骨、肩甲頚内側面

に切創

GLP:42.72,LG:36.18

BG:29.66,SLC:29.58

64 D8 区 SK1 哺乳綱 ウシ 環椎 - 1 右側半分 , 頭部との

接点切創あり

GL:88.65,GLF:79.42

65 C4 区 SK5 哺乳綱 ウマ 橈骨 近位部 右 1 近位端側と骨幹部側

が切断、尺骨も除か

れている、切断面は

平滑で磨かれている

か（刃物の痕が不明

瞭）、骨製品の素材 /

素材を取った残りか

66 B9 区 SK2 哺乳綱 ネコ 下顎骨 下顎体 右 1 18:24.2

67 C6 区 SB1 哺乳綱 ウマ 第 2or4 中

手 or 中足骨

1 GL:137.76

68 A9 区 SB2 哺乳綱 イノシシ属 遊離歯 下顎 M1 右 1 L:17.17,B:11.45

69 A5 区 SK6 鳥綱 ニワトリ 足根中足骨 左 1 接合しないが同一個

体

Bp:14.15,Bd:13.61

70 C6 区堀

上層

哺乳綱 イヌ 第 5 中手骨 左 1 GL:43.35,Bp:8.26

Bd:7.18

71 A8 区炉跡 哺乳綱 ネコ 橈骨 左 1 GL:90.48,Bp:7.9

Bd:11.75

72 A8 区炉跡 哺乳綱 ネコ 尺骨 近位～骨幹部 右 1 近位端欠損 BPC:9.44

73 A8 区炉跡 哺乳綱 ネコ 上腕骨 骨幹部～遠位 右 1 Bd:17.67,BT:12.48

74 C6 区堀上層 哺乳綱 不明 四趾骨 1

75 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 橈骨 近位部～遠位

部

右 1 近位部側焼けて黒褐

色、他に同じ橈骨と思

われる破片あり（上腕

骨と合わせて計 9 点）

76 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 上腕骨 骨幹部～遠位

部

右 1 内側側破片、他に近

位端破片あり

77 C6 区 SB2 哺乳綱 不明 不明破片 6

78 A8 区

墓 103

哺乳綱 ヒト 橈骨 近位端 右 1
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№ 出土場所 分類群 種名 部位 部分 左右 数量 観察 計測値 *
79 A3 区 SK3 哺乳綱 不明 四肢骨骨幹

部

破片 1 ニホンジカ脛骨遠位

部か？

80 C5 区 SX2 哺乳綱 クマネズミ属 大腿骨 右 1 両端部未化骨

81 C5 区 SX2 哺乳綱 クマネズミ属 大腿骨 左 1 両端部未化骨

82 C5 区 SX2 哺乳綱 クマネズミ属 上腕骨 右 1 近位欠損

83 C5 区 SX2 哺乳綱 クマネズミ属 上腕骨 左 1 近位未化骨

84 C5 区 SX2 哺乳綱 クマネズミ属 寛骨 右 1

85 C5 区 SX2 哺乳綱 クマネズミ属 寛骨 左 1

86 C5 区 SX2 硬骨魚綱 コチ科 歯骨 左 1 ④ 5.21

( マダイの②の場所 )

87 B1 区 SD7 哺乳綱 イノシシ属 上腕骨 近位～遠位 左 1 近位端未化骨、遠位

端欠損、遠位部内側

と外側前方に横方向

の切創あり、大型

Bd:48.93,GT:36.77

SD:20.69

88 C6 区 SK16 哺乳綱 イノシシ属 肩甲骨 近位部 右 1 近位側噛まれた痕跡

あり、大型

SLC:32.83

89 C6 区堀 哺乳綱 イノシシ属 上腕骨 遠位部 左 1 内側面後方に斜の切

創複数、小型（標本

大）

90 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 下顎骨 左 1

91 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 下顎骨 右 1

92 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 頭蓋骨 左右 1

93 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 肩甲骨 右 1

94 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 大腿骨 右 1 両端部化骨

95 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 尺骨 右 1

96 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 橈骨 左？ 1 遠位未化骨

97 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 脛骨・腓骨 右 1

98 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 寛骨 左 1

99 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 椎骨・仙骨 - 2

100 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 肋骨 不明 6

101 B3 区 SK3 哺乳綱 クマネズミ属 中 手 / 中 足

骨

不明 2

102 B3 区 SK3 硬骨魚綱？ 不明 棘？ - 2

103 A3 区 SK3 硬骨魚綱 マダイ 前頭骨 - 1 後方に長軸 ( 口先を

上にして ) に対して

斜（左上から右下）

の切断（左側面から

見ても左上から右下

方向の斜）、口先側

先端部斜（右上から

左下）に切断（左側

面から見て縦）

⑧ 11.7 ⑨ 24.27

⑩ 20.28
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104 A3 区 SK3 硬骨魚綱 マダイ 上後頭骨 - 1 ⑤ 9.21

105 A3 区 SK3 硬骨魚綱 クロダイ属 歯骨 左 1 ① 30.57 ② 8.36

⑩ 15.71 ⑪ 19.0

⑫ 6.47 ⑯ 4.19

106 A3 区 SK3 硬骨魚綱 クロダイ属 第 2 臀鰭棘 - 1

107 A3 区 SK3 硬骨魚綱 タイ科 椎骨 尾椎 - 1

108 A3 区 SK3 硬骨魚綱 不明 棘？ - 2

109 C5 区 SK35 硬骨魚綱 マダイ亜科 前鰓蓋骨 右 1 上方部切断か（右側

面から見て左上から

右下の斜）

② 3.69 ④ 13.99

⑤ 3.68 ⑥ 5.64 ⑦ 8.94

110 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ボラ科 主鰓蓋骨 左 1 ① 7.22 ② 4.36 ③ 7.17

④ 4.77

111 C6 区 SK7 硬骨魚綱 不明 擬 鎖 骨 / 前

鰓蓋骨

1

112 C9 区井戸 硬骨魚綱 ブリ属 椎骨 - 1 切断？

113 D8 区 SK7 硬骨魚綱 コチ科 前鰓蓋骨 右 1 大型 ② 23.72 ③ 7.87

④ 4.97 ⑤ 30.81

⑨ 25.35 ⑩ 29.64

⑪ 21.66

114 B7 区炉跡 2 硬骨魚綱 マダイ亜科 主鰓蓋骨 右 1 ① 31.43 ② 28.76

③ 42.13

115 B7 区炉跡 2 硬骨魚綱 不明 不明 1

116 B7 区炉跡 2 硬骨魚綱 タイ科？ 神経間棘 - 1

117 A9 区 SK4 硬骨魚綱 不明 椎骨 - 1 表面がほぼすべて剥

離

118 A9 区 SK11 硬骨魚綱 タイ科？ 肋骨 不明 1

119 B4 区 SK4 硬骨魚綱 タイ科 鰓条骨 不明 1

120 B4 区 SK4 硬骨魚綱 タイ科 第 1 血 管 間

棘

- 1

121 B4 区 SK4 硬骨魚綱 タイ科 第 2 臀鰭棘 - 1

122 C6 区 P1 硬骨魚綱 不明 棘？ - 1

123 A8 区堀

下層

硬骨魚綱 不明 - 1

124 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ 前頭骨 - 1 ② 42.33 ⑨ 32.62

⑩ 26.1

125 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ 上後頭骨 - 1 ⑤ 18.06

126 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ亜科 歯骨 右 1 ⑤ -2:5.28 ⑪ 20.9

⑮ 11.92

127 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ亜科 歯骨 左 1 ① 36.83 ② 11.58

④ 6.66 ⑤ -2:5.33

⑩ 21.46 ⑪ 21.54
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128 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ亜科 主上顎骨 右 1 ① 40.05 ② 39.97

⑩ 7.72 ⑪ 4.5 ⑫ 8.72

129 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ亜科 主上顎骨 左 1 ① 39.69 ② 39.23

③ 14.89 ④ 9.51

⑤ 10.66 ⑩ 7.69

⑪ 4.45 ⑫ 8.86

130 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ亜科 前上顎骨 右 1 ① 37.27 ② 35.41

③ 34.2 ⑥ 13.62

⑦ 9.28 ⑧ 8.65

⑪ 6.78 ⑫ 4.93

131 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ亜科 前上顎骨 左 1 ① 36.52 ② 35.84

③ 33.84 ⑥ 13.97

⑦ 9.07 ⑧ 8.85

⑪ 6.34 ⑫ 5.05

132 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ亜科 主鰓蓋骨 左 1 ④ 8.66 ⑥ 3.27 ⑦ 3.44

133 C6 区 SK7 硬骨魚綱 タイ科 椎骨 腹椎 - 4

134 C6 区 SK7 硬骨魚綱 タイ科 椎骨 尾椎 - 4

135 C6 区 SK7 硬骨魚綱 スズキ 主鰓蓋骨 右？ 1 右外側から見て中央

辺りが左上から右下

に切断

136 C6 区 SK7 硬骨魚綱 マダイ亜科 鰓条骨 不明 5

137 C6 区 SK7 硬骨魚綱 コチ科 歯骨 右 1 ① 39.05 ② 37.0 ④ 5.54

138 C6 区 SK7 硬骨魚綱 コチ科 前鰓蓋骨 右 1 ① 35.71 ② 17.54 ③ 5.48

④ 4.09 ⑤ 15.62

⑥ 11.32 ⑦ 9.32

⑧ 28.12 ⑨ 18.53

⑩ 20.93 ⑪ 16.06

139 C6 区 SK7 硬骨魚綱 サバ属 歯骨 右 1 マサバか ② 37.62 ③ 4.89

④ 21.55

140 C6 区 SK7 硬骨魚綱 サバ属 歯骨 左 1 マサバか ① 31.51 ② 37.29 ③ 4.83

④ 20.71

141 C6 区 SK7 硬骨魚綱 サバ属 角骨 左 1 マサバか

142 C6 区 SK7 硬骨魚綱 サバ属 舌顎骨 左 1 マサバか ② 15.89 ③ 8.89

④ 13.58

143 C6 区 SK7 硬骨魚綱 サバ属 前上顎骨 右 1 マサバか ① 30.17 ② 9.22 ③ 7.4

④ 3.22

144 C6 区 SK7 硬骨魚綱 サバ属 主鰓蓋骨 右 1 マサバか

145 C6 区 SK7 硬骨魚綱 サバ属 部位名不明 不明 1 マサバか

146 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 歯骨 右 1 ③ 12.62 ④ 12.22 ⑤ 7.1

⑥ 42.05 ⑧ 5.98

147 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 主上顎骨 右 1 ② 12.13 ③ 10.28 ④ 9.0

⑤ 6.68 ⑥ 9.26

148 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 前上顎骨 右 1 ② 17.54 ③ 10.64 ④ 4.36

⑤ 8.14 ⑥ 12.18
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149 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 角骨 右 1 関節部分が切断（右

外側から見て横、口

先側から見て左上か

ら右下方向に切断）

② 26.2 ③ 10.72

150 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 角舌骨 右 1 スズキの計測場所で

① 56.71 ④ 60.41

⑤ 53.65 ⑨ 9.82 ⑪ 8.3

151 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 上舌骨 右 1 スズキの計測場所で

③ 39.21 ⑧ 3.59
152 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 主鰓蓋骨 右 1

153 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 前鰓蓋骨 右 1
154 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属 間鰓蓋骨 右 1

155 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ブリ属？ 頭蓋骨 後方部 - 1 同遺構出土のブリ属

とは別（小型）
156 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ウ マ ヅ ラ ハ

ギ属

腰帯 - 1 ① 56.07 ② 54.14 ③ 5.02

④ 3.05 ⑤ 3.27 ⑥ 5.81
157 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ウ マ ヅ ラ ハ

ギ属

腰帯 - 1 ① 56.51 ② 54.39 ③ 4.52

④ 2.76 ⑤ 2.69 ⑥ 5.38
158 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ウ マ ヅ ラ ハ

ギ属

腰帯 - 1 ① 57.26 ② 55.87 ④ 2.56

⑤ 2.52 ⑥ 5.84
159 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ウ マ ヅ ラ ハ

ギ属

腰帯 - 1 ① 53.22 ② 51.38 ③ 4.42

④ 3.19 ⑥ 5.34
160 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ウ マ ヅ ラ ハ

ギ属

腰帯 - 1 ④ 3.46 ⑤ 3.38

161 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ウ マ ヅ ラ ハ

ギ属

腰帯 - 1 ④ 3.12 ⑥ 5.8

162 C6 区 SK7 硬骨魚綱 ウ マ ヅ ラ ハ

ギ属

腰帯 - 1 ⑤ 3.11

163 C6 区 SK7 軟骨魚綱 ツ ノ ザ メ 目

の一種

背鰭棘 - 3

164 C6 区 SK7 硬骨魚綱 不明 椎骨 - 1
165 C6 区 SK7 硬骨魚綱 不明 棘など複数 複数
166 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 上腕骨 近位 左 1 近位化骨、全体的に

焼けて灰色、他に骨

幹部破片複数あり

Dp:37.8,Bp:28.55

167 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 橈骨 近位から遠位

部

左 1 近位化骨、全体的に

焼けて黒色・灰色

Bp:16.85

168 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 尺骨 近位部～遠位 左 1 遠位化骨、全体的に

焼けて黒色・灰色
169 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 手根骨 左 4 焼けて灰色、同一個

体
170 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 中手骨 第 2 ～ 5 左 4 焼けて灰色、同一個

体
171 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 基節骨 左 4 焼けて灰色、同一個

体
172 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 中節骨 左 4 焼けて灰色、同一個

体
173 C6 区 SB2 哺乳綱 イヌ 末節骨 左 3 焼けて灰色、同一個

体
174 A9 区被爆面

焼土層

哺乳綱 ヒト？ 胎児 / 乳児 複数 要人骨鑑定
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175 A8 区 SK1 哺乳綱 ヒト？ 胎児？ 複数 要人骨鑑定、焼けて

全体的に灰色、火葬

か
176 C3 区被爆面

埋土

哺乳綱 イヌ 尺骨 近位～遠位部 左 1 標本のイヌとタヌキ

の中間の大きさ、近

位端欠損

DPA:14.86

① 8.67 ② 12.67

177 B4 区 SK1 哺乳綱 ヒト 中足骨 不明 1 火を受けて白色、他

骨幹部破片 2 点
178 D3 区 SD1 二枚貝綱 イタヤガイ 右 1 殻長 78.82 殻高 68.42
179 D3 区 SD1 腹足綱 サザエ - 1 殻頂部欠損 殻幅 63.68
180 C3 区土器だ

まり

哺乳綱 骨製品 駒 1 径 19.16 厚 5.74

181 C3 区土器だ

まり

二枚貝綱 イタヤガイ 殻縁部破片 右 1

182 C3 区土器だ

まり

二枚貝綱 ハマグリ 右 1 殻長 53.26 殻高 45.17

183 C3 区土器だ

まり

二枚貝綱 ハマグリ 右 1 縁辺欠損

184 C3 区土器だ

まり

二枚貝綱 ハマグリ 左 1 殻長 60.4 殻高 49.54

185 C3 区土器だ

まり

二枚貝綱 ハマグリ 左 1 縁辺・殻頂部欠損

186 C3 区土器だ

まり

二枚貝綱 ハマグリ 縁辺部破片 不明 1 大型

187 C3 区土器だ

まり

二枚貝綱 カガミガイ 右 1 殻長 :60.8  殻高 57.98

188 C3 区土器だ

まり

二枚貝綱 サルボウ 右 1 殻長 45.21 殻高 35.88

189 B1 区 SK14 腹足綱 サザエ - 1 殻長 77.49 殻幅 68.28
190 B1 区 SK14 腹足綱 サザエ 蓋 - 1 長径 29.78
191 B1 区 SK14 二枚貝綱 カガミガイ 左 1 縁辺部欠損 殻長 62 以上
192 B1 区 SK14 二枚貝綱 オオノガイ 左 1
193 B1 区 SK14 二枚貝綱 ハマグリ 右 4
194 B1 区 SK14 二枚貝綱 ハマグリ 左 3
195 B1 区 SK14 二枚貝綱 アサリ 右 9
196 B1 区 SK14 二枚貝綱 アサリ 左 5
197 A6 区攪乱土 哺乳綱 ネコ 頭蓋骨 左右 1 ⑱ 43.1

⑲ 20.86,32：27.79
198 A6 区攪乱土 哺乳綱 ネコ 下顎骨 右 1 ① 64.5 ② 61.1 ⑤ 19.27
199 A6 区攪乱土 哺乳綱 ネコ 下顎骨 左 1 ① 64.41 ② 61.33

⑤ 19.46 ⑧ 28.82
200 B6 区被爆面

埋土

哺乳綱 ネコ 脛骨 骨幹部～遠位 右 1 遠位化骨 Bd15.18

201 B6 区被爆面

埋土

哺乳綱 ネコ 近位～骨幹部 左 1 骨頭未化骨、近位端

欠損
202 B6 区被爆面

埋土

哺乳綱 ク マ ネ ズ ミ

属

大腿骨 左 1 両端部化骨 GL32.1,GLC:30.91

203 C6 区 F 面 埋

土

哺乳綱 ネコ 下顎骨 右 1 ⑤ 18.13

204 A8 区被爆面

埋土

鳥綱 ニワトリ？ 大腿骨 左 1 骨幹部割れ（内部骨

髄骨形成）

GL:75.94,Lm:70.64,Bp15

.06:,Bd:15.17,SD:7.44
205 A9 区 C 面埋

土

硬骨魚綱 マダイ亜科 前上顎骨 左 1 マダイ ⑥ 18.63 ⑦ 12.72

⑧ 14.44 ⑬ 8.23

⑭ 12.62
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206 B1 区 D 面埋

土

硬骨魚綱 マダイ亜科 主上顎骨 左 1 ③ 15.01 ④ 11.94

⑤ 10.63 ⑥ 4.78

⑦ 10.59 ⑧ 6.44 ⑨ 7.39

⑪ 4.24 ⑫ 8.53
207 C8 区 C 面 埋

土

哺乳綱 ネコ 上腕骨 遠位 右 1 遠位化骨、内側遠位

端欠損
208 A8 区被爆面

埋土

鳥綱 ニワトリ？ 大腿骨 近位部～遠位

部

右 1 骨幹部割れ（内部骨

髄骨形成？）

SD:7.53

209 C6 区被爆面

埋土

哺乳綱 ネコ 上腕骨 近位部～遠位 左 1 遠位端化骨 Bd:18.37,BT:12.25

SD:6.48
210 B9 区被爆面

埋土

鳥綱 ニワトリ？ 脛足根骨 近位～遠位部 左 1 Dip:20.49

211 B9 区被爆面

埋土

鳥綱 ニワトリ？ 上腕骨 近位部～骨幹

部

右 1

212 C5 区 SB1　

基礎掘方

鳥 綱 / 哺 乳

綱

不明 不明四肢骨 骨幹部 不明 1

213 B5 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ？ 中手骨？ 近位部～遠位 不明 1 遠位端化骨 Bd:4.84

214 C6 区

B 面埋土

哺乳綱 イノシシ属 遊離歯 下顎乳切歯 右 1 i1ori2

215 A5 区攪乱土 哺乳綱 不明 肋骨 不明 1

216 C5 区

F 面埋土

硬骨魚綱 マダイ 前頭骨 - 1 右側面上から見て左

上から右下（縦に近

い）に切断、前から

見て左上から右下（縦

に近い）切断、口先側：

上から見て左上から

右下（横に近い）に

切断（左側面からは

欠損のため方向が不

明瞭）

⑧ 16.14

217 C5 区

F 面埋土

哺乳綱 ニホンジカ 中足骨 近位 左 1 Bp:27.85

218 C5 区

E 面埋土

哺乳綱 ニホンジカ 鹿角 枝角いずれか

の基部～先端

表面摩滅あり

219 C5 区

E 面埋土

哺乳綱 ニホンジカ 脛骨 遠位 左 1 遠位端化骨 Bd:39.42,Dd:28.28

220 B2 区攪乱土 哺乳綱 ニホンジカ 脛骨 近位～骨幹部 左 1 近位化骨 Bp:47.6

221 B9 区

被爆面埋土

哺乳綱 ニホンジカ 中足骨 右 1 両端部化骨 GL:223.74,Bd:27.75

222 B8 区

被爆面埋土

哺乳綱 イヌ 脛骨 近位～骨幹部 左 1 近位端化骨 Bp:28.82

223 C4 区

被爆面埋土

哺乳綱 ネコ 尺骨 近位部～遠位

部

左 1 BPC:9.51 ② 13.66

224 C4 区

被爆面埋土

哺乳綱 イヌ？ 橈骨 骨幹部 左 1 SD:12.68

225 C5 区

E 面埋土

哺乳綱 ニホンジカ 上腕骨 近位部～遠位

部

左 1 SD:17.47
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№ 出土場所 分類群 種名 部位 部分 左右 数量 観察 計測値 *

226 A9 区被爆面

埋土

哺乳綱 不明 上腕骨？ 近位部～遠位

部

左 1 イヌ大、形態的には

ニホンジカに似る

227 B3 区攪乱土 硬骨魚綱 マダイ亜科 前上顎骨 右 1 ② 41.04 ③ 38.36

⑥ 15.4 ⑦ 9.55 ⑧ 10.38

⑪ 7.23 ⑫ 5.59

228 B3 区攪乱土 鳥綱 ニワトリ？ 上腕骨 骨幹部～遠位 右 1 全体的に摩滅 Lm:71.89,Bp:15.35

Bd:13.44

229 B3 区攪乱土 鳥綱 ニワトリ？ 大腿骨 右 1 Bd:13.12

230 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 上腕骨 近位部～遠位 右 1 遠位化骨 Bd:19.53.BT:13.25

231 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 上腕骨 近位部～遠位 左 1 遠位化骨、遠位端部

欠損あり

232 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 上腕骨 左 1 両端部化骨、近位部外

側面に切創があるがガ

リ痕か

GL:99.76,BT13.35

Bp17.95:,Bd:20.12

233 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 橈骨 右 1 両端部化骨 GL:96.45,Bp:8.61

Bd:13.36

234 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 尺骨 右 1 両端部化骨 GL:113.47,DPA:12.49

BPC:10.33 ① 7.78 ② 13.03

235 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 上腕骨 近位端 右 1 近位端化骨 Bp:17.94

236 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 尺骨 近位から遠位

部

左 1 近位端化骨 DPA:11.56,BPC:9.92

① 7.68 ② 13.55

237 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 脛骨 左 1 両端部化骨 GL:114.31,Bp:21.11

Bd14.85,Dd:10.99

238 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 脛骨 近位部～遠位 右 1 遠位化骨 Bd:14.97,Dd:10.52

239 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 寛骨 右 1 LA:11.89

240 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 寛骨 左 1 GL:80.45,LA:13.07

241 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 肩甲骨 右 1 近位端化骨 GLP:14.83,BG:9.77

242 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 大腿骨 右 1 近位～遠位部、近位

化骨

Bp:22.01,SD:10.47

DC:10.58

243 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 大腿骨 左 1 近 位、 遠 位 破 片、 両

端部化骨

Bp:21.75,DC:10.5

244 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 腓骨 右 1 近位部～遠位 Bd:8.53

245 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 腓骨 左 1 近位、骨幹部～遠位 Bp:9.53,Bd:8.53

246 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 距骨 右 1 GL:16.4

247 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 踵骨 右 1 GL:31.83,GB:13.25
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№ 出土場所 分類群 種名 部位 部分 左右 数量 観察 計測値 *

248 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 距骨 左 1 GL:16.49

249 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 踵骨 左 1 GL:32.28,GB:13.46

250 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 足根骨 右 2

251 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 手根骨 右 1

252 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 椎骨 頸椎～仙椎～

尾椎

- 27

253 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 頭蓋骨 - 複数 遊離歯含む , 下顎犬歯

含む

254 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 中手骨 4

255 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 中足骨 9 2 個体分あり

256 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 指骨 15

257 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコ 肋骨 32

258 B8 区

C 面埋土

哺乳綱 ネコか 部位名不明 破片 複数

259 B8 区

C 面埋土

鳥綱 ニワトリ？ 脛足根骨 骨幹部 右 1

260 A6 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 上腕骨 近位部～遠位

部

右 1

261 A6 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 大腿骨 近位部～遠位

部

右 1

262 A6 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 椎骨 頸椎 - 1

263 A6 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 腓骨 近 位 部、 遠 位

部

左 2 接合しないが同一個

体か

264 A6 区攪乱土 哺乳綱 ヒト？ 四肢骨骨幹部 破片 不明 4

265 A6 区攪乱土 哺乳綱 ネコ 上腕骨 左 1 両端部化骨 GL:96.33,Bp:16.82

Bd:18.53,BT:13.23

266 A6 区攪乱土 哺乳綱 ネコ 肩甲骨 左 1 近位化骨 GLP:13.67,BG:8.95

267 A6 区攪乱土 哺乳綱 ネコ 肩甲骨 右 1 近位化骨 GLP:9.23,BG:9.24

268 A6 区攪乱土 哺乳綱 ネコ 椎骨 頸椎 - 2

269 A6 区攪乱土 哺乳綱 ネコ 1

270 A6 区攪乱土 鳥綱？ 不明 不明四肢骨 骨幹部 不明 1

271 C4 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 距骨 左 1

272 C4 区攪乱土 腹足綱 不明 殻軸 破片 2

273 C4 区攪乱土 哺乳綱 不明 四肢骨骨幹部 破片 7

274 C8 区

被爆面埋土

哺乳綱 イノシシ属 大腿骨 骨幹部 右 1

275 C7 区

D 面埋土

哺乳綱 不明 不明四肢骨 骨幹部破片 不明 1
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№ 出土場所 分類群 種名 部位 部分 左右 数量 観察 計測値 *

276 A5 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 下顎骨 左右 複数

277 A6 区

B 面埋土

哺乳綱 ヒト？ 大腿骨？ 骨頭？ 不明 1 他複数破片あり

278 西 側 調 査 区

攪乱土骨壺内

哺乳綱 ヒト 遊離歯 10

279 A9 区

C 面直上

哺乳綱 ヒト 不明四肢骨 骨幹部破片 不明 4

280 A9 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 脛骨？ 骨幹部破片 不明 1

281 A5 区埋土

（トレンチ）

哺乳綱 ヒト？ 不明四肢骨 骨幹部破片 不明 1

282 C4 区

被爆面埋土

哺乳綱 ヒト 橈骨 近位部 左 1

283 D8 区埋土

（トレンチ）

爬虫綱 カメ類 腹甲 3 うち 2 点はイシガメ

に 似 る、 も う 1 点 は

やや小型でクサガメ

に似る

284 D8 区埋土

（トレンチ）

爬虫綱 カメ類 背甲 4

285 A5 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 頭蓋骨 1

286 A8 区被爆面

焼土層

二枚貝綱 不明 殻頂部 破片 2

287 A8 区被爆面

焼土層

哺乳綱 ヒト 遊離歯 歯根部 3 うち 1 点は焼けて灰

色

288 A8 区被爆面

焼土層

哺乳綱？ 不明 不明 破片 複数

289 A8 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 頭蓋骨 破片 複数 下 顎 骨 片 も 含 む？、

焼けて灰色・黒灰色

290 A8 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 不明 破片 1 海綿質部

291 A6 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 不明 破片 複数

292 西 側 調 査 区

攪乱土

哺乳綱 ヒト 頭蓋骨 破片 1 焼けて黒・灰色

293 A8 区攪乱土 哺乳綱 ヒト 不明 破片 複数 焼 け て 白 色・ 灰 色、

臼 歯・ 四 肢 骨 あ り、

火葬か

294 D3 区

F 面埋土

哺乳綱 イノシシ属 /

ニホンジカ

肋骨 複数

295 D3 区

F 面埋土

哺乳綱 イノシシ属 /

ニホンジカ

肋骨 7 切創や切断痕あり

296 D3 区

F 面埋土

哺乳綱 不明 椎骨 破片 4

297 D3 区

F 面埋土

哺乳綱 ニホンジカ 寛骨 坐骨 左 1

298 D3 区

F 面埋土

鳥綱 ウ科 烏口骨 右 1 大きさ的にヒメウ

299 B10 区 SK7 哺乳綱 イヌ 1 埋葬か、1 個体分

300 C2 区

F 面埋土

哺乳綱 ニホンジカ？ 鹿角？ 袋角？ 1 分岐部あり、両先端

部欠損
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写真図版 1　出土動物遺存体（貝類）
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写真図版 2　出土動物遺存体（魚類）
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写真図版 3　出土動物遺存体（魚類・鳥類・爬虫類）・骨製品
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写真図版 4　出土動物遺存体（哺乳類 1）
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写真図版 5　出土動物遺存体（哺乳類 2）
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13　名勝平和記念公園内遺跡出土の人骨

松下真実＊・松下孝幸＊＊

はじめに
　広島県広島市中区中島町 1-3 に所在する名勝平和記念公園内遺跡の発掘調査が 2016（平成 28）

年から 2017（平成 29）年にかけておこなわれた。この発掘調査によって人骨が出土したが、人

骨はほとんどが撹乱層から検出されたために、人骨の所属時期を特定することができなかった。検

出された人骨は、火葬骨と火葬されていないものがあり、火葬骨は比較的新しい時期の人骨と思わ

れる。

　人骨を解剖学的に精査し、人類学的観察をおこない、性別・年齢などを推測したので、その結果

を報告しておきたい。

資　料
　今回、撹乱層から検出された人骨は、表１に示すとおり、火葬骨を含めて合計 24 体分の人骨で

ある。24 体のうち成人骨は 20 体（男性 6 体、女性 2 体、性別不明 12 体）で、幼小児骨は 4 体

である。また、24 体分の人骨のうち、火葬されていない人骨は合計 17 体で、そのうち成人骨は

15 体（男性 6 体、女性 2 体、性別不明 7 体）、幼小児骨は 2 体である。火葬骨は合計 7 体で、成

人骨は 5 体（性別不明 5 体）、幼小児骨は 2 体である。性別、年齢や残存部位などは表 2 のとおり

である。

　人骨はほとんどが撹乱層から検出されたもので、所属時代を特定することはできないが、発掘調

査の成果から、おそらく近世から近代にかけてこの土地に埋葬された被葬者の骨の一部と思われる。

　計測方法は、Martin-Saller(1957) によったが、脛骨の横径はオリビエの方法 ( 前縁がノギスの針

の中央に位置するようにして計測 ) で計測した。

　　　表１　資料数（Table 1. Number of materials)

　　　　　　　　成　　人　　　　幼小児　　合　計

　　　　　　男性　女性　不明

　非火葬骨　 ６　　２　  ７　　　２　　　 １７

　火葬骨　　 ０　　０　　５　　　２　　　　 ７

　合　　計　 ６　　２　１２　　　４　　　 ２４
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図１．遺跡の位置（1/25,000）

(Fig.1 Location of the Heiwakinenkouen site, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture)

近世人骨出土遺跡
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　　　　　　　　　　表３　年齢区分 (Table 3. Division of age)

　　　　　年齢区分　　 　　年　　　　　齢

　未成人　　乳児　　　 1 歳未満

　　　　　　幼児　　　 1 歳～ 5 歳　( 第一大臼歯萌出直前まで )

　小児　　　 6 歳～ 15 歳　( 第一大臼歯萌出から第二大臼歯歯根完成まで )

　　　　　　成年　　　16 歳～ 20 歳　( 蝶後頭軟骨結合癒合まで )

　成人　　　壮年　　　21 歳～ 39 歳　(40 歳未満 )

　　　　　　熟年　　　40 歳～ 59 歳　(60 歳未満 )

　　　　　　老年　　　60 歳以上

　注）成年という用語については土井ヶ浜遺跡第 14 次発掘調査報告書 (1996) を参照されたい。

所　見
　各骨の計測値は文末に一括して掲げた。

７８（Ａ８区墓１０３）( 男性、年齢不明 )

１．橈骨

　右側の近位端が残存していた。保存状態は悪いが、残存部位の骨質は堅牢である。橈骨頭は著し

く大きい。橈骨頭の上面で、浅く窪み上腕骨小頭と関節する関節面は摩耗し光沢を帯びている。変

形性肘関節症を患っていたようである。

２．性別・年齢

　性別は、橈骨頭が著しく大きいことから男性と推定した。年齢は推定する部位が残存していない

ので不明である。

１７４（Ａ９区被爆面焼土層）( 幼児、３ヶ月～６ヶ月 )

　大腿骨、寛骨の一部、肋骨の破片、椎骨の椎弓の一部が残存していた。

１．大腿骨

　両側の骨体が残存していた。粗線や骨体両側面の後方への発達は悪い。計測値は、骨体中央周が

29mm（右）、28mm（左）、骨体中央矢状径は 9mm（左右）、中央横径が 8mm、（左右）で、骨体

中央断面示数は 88.89（左右）となり、粗線や骨体両側面の後方への発達は悪い。また、骨体上横

径は 9mm（右）、10mm（左）、骨体上矢状径は 9mm（左右）で、上骨体断面示数は 100.00（右）、

90.00（左）となり、骨体上部には扁平性は認められない。

２．年齢

　大腿骨の長さと太さから、年齢を 3 ヶ月～ 6 ヶ月の乳児と推定した。

１７５（Ａ８、ＳＫ１）( 火葬骨）( 新生児 )

　火葬骨である。頭蓋片、下顎骨片、上腕骨体片、橈骨体、尺骨体、坐骨片、大腿骨体、脛骨体、

腓骨体、肋骨片、椎弓片が残存していた。骨は灰色を呈しており、一部の骨には亀裂も認められる
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ので、火葬されていると思われるが、火力が弱かったようで変形や捻れはみられず、保存状態は比

較的良好である。残存骨の総重量は 90g である。

１．大腿骨

　両側の骨体が残存していた。計測値は、骨体中央周が 15mm（左）、骨体中央矢状径は 4mm（左）、

中央横径が 4mm、（左）で、骨体中央断面示数は 100.00（左）となる。また、骨体上横径は

7mm（左）、骨体上矢状径は 6mm（左）で、上骨体断面示数は 85.71（左）である。

２．脛骨

　両側の骨体が残存していた。計測値は、脛骨最大長は (58)mm( 右 )、骨体周が 16mm（右）、最

小周は 15mm（右）で、長厚示数は 25.86 である。中央最大径は 5mm（右）、中央横径が 4mm（右）

で、中央断面示数は 80.00（右）となり、骨体には扁平性は認められない。

３．年齢

　大腿骨など四肢骨の大きさから、新生児骨と推定した。

１７７（Ｂ４、ＳＫ１）( 火葬骨 )）( 性別・年齢不明 )

　中手骨と同定不能の骨片が 1 点で、火葬骨である。

１．中足骨

　ほぼ完全な左側の第４中足骨が残存していた。骨は火を受けて変形している。あまり大きくはない。

２．性別・年齢

　性別、年齢ともに不明である。

２６０（Ａ６区撹乱土）( 男性、年齢不明 )

　上腕骨である。

１．上腕骨

　右側骨体が残存していた。保存状態は良好で、骨質は堅牢である。骨体は大きく、三角筋粗面の

発達も良好である。

　計測値は、中央周が 70mm（右）、骨体最小周が 67mm（右）で、骨体は大きい。中央最大径は

24mm（右）、中央最小径が 19mm( 右 ) で、骨体断面示数は 79.17（右）となり、扁平性はあまり

強くない。

２．性別・年齢

　性別は、骨体が大きく、三角筋粗面の発達も良好なことから、男性と推定した。年齢は不明である。

２６１（Ａ６区撹乱土）( 男性、年齢不明 )

　大腿骨体である。

１．大腿骨

　右側骨体が残存していた。保存状態は良好で、骨質は堅牢である。骨体はやや大きく、粗線は明

瞭で、発達しており、骨体両側面の後方への発達も良好である。骨体上部には扁平性は認められない。
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　計測値は、骨体中央周が 84mm（右）、骨体中央矢状径は 27mm（右）、中央横径が 26mm（右）

で、骨体中央断面示数は 103.85（右）となり、粗線や骨体両側面の後方への発達はやや良好である。

また、骨体上横径は 29mm（右）、骨体上矢状径は 25mm（右）で、上骨体断面示数は 86.21（右）

となり、骨体上部には扁平性は認められない。

２．性別・年齢

　性別は、骨体が大きく、粗線や骨体両側面の後方への発達も比較的良好であることから、男性と

推定した。年齢は不明である。

２６２（Ａ６区撹乱土）( 性別、年齢不明 )

　頸椎である。

１．頸椎

　第６頸椎が残存していた。保存状態は良好である。椎体には顕著な骨棘は認められない。

２．性別・年齢

　頸椎はあまり大きいものではないが、性別は不明としておきたい。年齢も不明である。

２６３（Ａ６区撹乱土）( 男性、年齢不明 )

　腓骨である。

１．腓骨

　左側の腓骨体が残存していた。骨体中央部が欠損しているが、骨体は堅牢である。骨体は大きく、

骨間縁の発達も良好である。

２．性別・年齢

　腓骨体がやや大きいことから、男性腓骨と推定した。年齢は不明である。

２６４－１（Ａ６区撹乱土）( 幼児、５～６歳 )

　大腿骨である。

１．大腿骨

　左側の骨体が残存していた。保存状態はかなり悪く、骨体表面は剥離している。骨体は細く、粗

線や骨体両側面の後方への発達は悪い。

２．性別・年齢

　大腿骨体の大きさから、年齢を 5 ～ 6 歳の幼児と推定した。

２６４－２（Ａ６区撹乱土）( 性別、年齢不明 )

　四肢骨の破片である。

１．四肢骨

　おそらく大腿骨と思われる骨体の一部が残存していたに過ぎない。
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２．性別・年齢

　性別、年齢とも不明であるが、成人骨である。

２７１（Ｃ４区攪乱土）( 男性、年齢不明 )

　距骨である。

１．距骨

　完全な左側の距骨が残存していた。保存状態は良好で、大きい距骨である。

２．性別・年齢

　骨体が大きいことから、男性距骨と推定した。年齢は不明である。

２７６（Ａ５区撹乱土）( 性別、年齢不明 )

　下顎骨である。

１．下顎骨

　下顎骨が残存していた。保存状態は良好である。下顎体はやや高い。観察できた左側の咬筋粗面

の発達は良好である。下顎枝は狭く、高さは低い。下顎切痕は浅い。左側下顎頭に弱い変形が見ら

れる。

２．歯

　下顎骨には歯が釘植していた。残存歯と歯槽の状態を歯式で示すと、次のとおりである。

　❽ ⑦ ❻ ⑤ ④ ③ ② ①　① ② ③ ④ ❺ ６ ７ ⑧  　　 [ ○：歯槽開存 ●：歯槽閉鎖 ]
（1：中切歯、2：側切歯、3：犬歯、4：第一小臼歯、5：第二小臼歯、6：第一大臼歯、7：第二大臼歯、8：第三大臼歯）

　咬耗度は Broca の１度（咬耗がエナメル質のみ）で、咬耗は弱い。歯の咬合形式は不明である。

３．性別・年齢

　性別、年齢ともに不明である。

　

２７７（Ａ６区Ｂ’ 面埋土）( 火葬骨）( 性別、年齢不明 )

　右側肩甲骨の肩甲棘片と肋骨片、四肢骨の骨頭のみが残存していた。保存状態は悪く、残存量も

少ない。骨には亀裂が認められるので、火葬骨である。

１．骨頭

　骨頭は、大腿骨か上腕骨の骨頭の一部と考えられるが、確定できない。

２．性別・年齢

　性別、年齢とも不明である。

２７８（西側調査区攪乱土骨壺内）( 性別、年齢不明 )

　10 本の遊離歯である。

１．歯

　残存遊離歯を歯式で示すと、次のとおりである。
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　／ ／ ／ ／ ４ ／ ２ １　／ ／ ３ ／ ／ ／ ／ ／   　[ ○：歯槽開存  ／：不明 ]

　／ ７ ／ ５ ／ ／ ／ ／　／ ２ ３ ４ ／ ６ ／ ／ 
（1：中切歯、2：側切歯、3：犬歯、4：第一小臼歯、5：第二小臼歯、6：第一大臼歯、7：第二大臼歯、8：第三大臼歯）

　咬耗度は Broca の１度（咬耗がエナメル質のみ）である。下顎の歯冠には歯石が大量に付着して

いる。また、上顎の右側第一小臼歯と下顎の右側第二大臼歯、左側第一大臼歯に象牙質まで及ぶ齲

蝕が見られる。また、上顎切歯のシャベルはかなり深い。

２．性別・年齢

　性別、年齢ともに不明である。

２７９（Ａ９区Ｃ面直上）( 女性、年齢不明 )

　脛骨である。

１．脛骨

　右側の骨体が残存していた。保存状態は比較的良好である。骨体はやや細い。ヒラメ筋の発達は

よかったようであるが、骨間縁の発達は弱い。骨体の断面形はヘリチカのⅤ型（後面が卵円形）に

近い。　計測値は、骨体周が (71)mm（右）で、骨体は細い。中央最大径は (25)mm（右）、中央

横径は (18)mm（右）で、中央断面示数は (72.00)（右）となり、骨体には扁平性は認められない。

２．性別・年齢

　性別は、骨体が細く、やや丸いことから女性と推定した。年齢は不明である。

２８０（Ａ９・１０区撹乱土）( 男性、年齢不明 )

　脛骨の内側面である。

１．脛骨

　右側の骨体内側面が残存していた。残存部位の骨質は堅牢、骨体は著しく大きい。

２．性別・年齢

　性別は、脛骨体が著しく大きいことから男性と推定した。年齢は不明である。

２８１（Ａ５埋土（トレンチ）、Ｂ面以下）( 女性、年齢不明 )

　右側骨体である。

１．脛骨

　右側骨体が残存していた。保存状態は悪く、骨体は細い。ヒラメ筋線の様態は不明である。骨体

の断面形はヘリチカのⅤ型（後面が卵円形）を呈している。

　計測値は、骨体周が (62)mm（右）で、骨体は細い。中央最大径は (21)mm（右）、中央横径は (17)

mm（右）で、中央断面示数は (80.92)（右）となり、骨体には扁平性は認められない。

２．性別・年齢

　性別は、脛骨体が細く、骨体が丸いことから、女性と推定した。年齢は不明である。
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２８２（Ｃ４区被爆面埋土）( 性別、年齢不明 )

　中足骨である。

１．中足骨

　右側の第１中足骨が残存していた。保存状態は良好である。やや大きい。

２．性別・年齢

　性別、年齢ともに不明である。

２８５（Ａ５区攪乱土）( 性別不明、熟年 )

　頭蓋片である。

１．頭蓋

　左右の頭頂骨の矢状縫合付近が残存していたに過ぎない。骨壁はかなり薄いが、骨質は堅牢であ

る。矢状縫合の内板は完全に癒合しているが、外板はまだ明瞭で、開離している。

２．性別・年齢

　年齢は、矢状縫合の内板は完全に癒合し、外板開離していることから、熟年と推定した。性別は、

不明である。

２８７（Ａ８区被爆面焼土層）( 火葬骨）( 性別、年齢不明 )

　火を受けた遊離歯根 3 本である。

１．歯

　歯根３点が残存していた。歯冠は火葬により消失したと推定される。大臼歯と小臼歯の歯根と思

われるが、保存状態が悪く、断定はできない。

２．性別・年齢

　性別、年齢ともに不明である。

２８９・２９２（Ａ８区攪乱土）( 火葬骨）( 性別不明、熟年 )

　火を受けた頭蓋である。

１．頭蓋

　前頭骨と頭頂骨、左側上顎骨の前頭突起と下顎骨の一部が残存していた。保存状態は悪く、残存

量も少ない。骨壁はやや薄い。前頭結節の観察はできない。残存骨の総重量は 90g である。縫合は、

冠状縫合とラムダ縫合の一部が観察できた。両縫合は、内板では完全に癒合しており、外板は明瞭

で開離している。

２．下顎骨

　下顎体の歯槽部が残存していた。歯槽の状態を歯式で示すと、次のとおりである。

　／ ／ ／ ／ ／ ③ ② ／　❶ ② ③ ④ ⑤ ❻ ❼ ／  　 [ ○：歯槽開存 ●：歯槽閉鎖 ／：不明 ]
（1：中切歯、2：側切歯、3：犬歯、4：第一小臼歯、5：第二小臼歯、6：第一大臼歯、7：第二大臼歯、8：第三大臼歯）
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３．性別・年齢

　性別は不明である。年齢は、冠状縫合とラムダ縫合の内板が完全に癒合しており、外板はまだ開

離していることから、熟年と思われる。

２９０（Ａ８、瓦礫層）( 火葬骨）( 性別、年齢不明 )

　肩甲骨の一部である。

１．肩甲骨

　左側の関節窩から烏口突起にかけて残存していた。骨は火を受けており、亀裂と変形が認められる。

２．性別・年齢

　性別、年齢ともに不明である。

２９１（Ａ６区攪乱土）( 性別、年齢不明 )

　四肢骨の小片である。保存状態が悪く骨種は不明である。また、性別、年齢も不明である。

２９３（Ａ８区攪乱土）（火葬骨）( 小児、１２歳前後、性別不明 )

　火葬骨である。頭蓋、下顎骨、歯、上腕骨、大腿骨、脛骨、膝蓋骨、肋骨が残存していた。保存

状態は悪い。残存骨の総重量は 149g である。

１．頭蓋

　頭蓋片が数点残存していた。骨壁は薄い。ラムダ縫合が確認できたが、内外両板とも開離している。

２．下顎骨

　下顎体の一部が残存していた。下顎体は小さい。また、遊離歯根が残存していた。残存歯と歯槽

の状態を歯式で示すと、次のとおりである。

　／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／　／ ／ ／ ／ ／ ６ ／ ／  　 [ ○：歯槽開存 ／：不明 ]

　／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／　／ ／ ／ ／ ⑤ ⑥ ⑦ ／ 
（1：中切歯、2：側切歯、3：犬歯、4：第一小臼歯、5：第二小臼歯、6：第一大臼歯、7：第二大臼歯、8：第三大臼歯）

　なお、下顎の大臼歯が各１本残存していたが歯冠が消滅しており、保存状態も悪いために左右は

不明である。

３．上腕骨　

　両側の骨体が残存していた。骨体には亀裂がみられ、変形も著しく、形質的特徴は不明である。

上腕骨頭はまだ骨体と癒合しておらず、遊離している。

４．大腿骨

　遠位部のみ残存していた。保存状態は悪く、左右を判別できない。遠位部の骨端は、まだ骨体と

癒合しておらず遊離している。

５．脛骨

　右側の骨体が残存していた。骨体には亀裂と著しい変形が認められる。骨体は細い。

６．性別・年齢



─　466　─

　下顎体の大きさや歯槽の状態、脛骨の大きさ、四肢骨の骨体がまだ骨端と癒合していないことな

どから、年齢を 12 歳前後の小児と推定した。性別は不明である。

要　約
　広島市中区中島町 1-3 に所在する名勝平和記念公園内遺跡の発掘調査が 2016（平成 28）年か

ら 2017（平成 29）年にかけておこなわれ、24 体の人骨が出土した。保存状態は悪かったが、人

骨を解剖学的に精査し、人類学的観察や計測をおこない、以下の結果を得た。

　1．撹乱層などから検出された人骨は、火葬骨を含めて合計 24 体分の人骨である。24 体のうち

　　成人骨は 20 体（男性 6 体、女性 2 体、性別不明 12 体）で、幼小児骨は 4 体である。

　2．また、24 体分の人骨のうち、火葬されていない人骨は合計 17 体で、そのうち成人骨は 15

　　体（男性 6 体、女性 2 体、性別不明 7 体）、幼小児骨は 2 体である。

 　3．火葬骨は合計 7 体で、成人骨は 5 体（性別不明 5 体）、幼小児骨は 2 体である。

　 4．幼小児骨の中に火葬された新生児骨が 1 体（175）存在するが、この 1 例だけが骨の残存量

　　が多い。骨に亀裂や変形がほとんどみられないことから、高温で長時間焼かれたとは考えられ

　　ない。また、残存量が多いことから、墓坑が広範囲に撹乱を受けたのではなく、新生児なので

　　もともと墓坑が小さく浅かったために、墓坑の検出が困難だったものと思われる。

 　5．これらの人骨はほとんどが撹乱層から検出されたので、所属時代は不明であるが、発掘調査

　　の成果から、おそらく近世～近代にかけてこの地に埋葬された被葬者の遺骨の一部と思われる。

 　6．成人骨のうち計測ができたのは下顎骨、上腕骨、大腿骨、脛骨である。

　 7．男性上腕骨（右）の計測値は中央周 70mm で、骨体はやや大きい。中央最大径 24mm、中

　　央最小径 19mm、骨体断面示数 79.17 で、骨体の扁平性はあまり強くない。

　 8．男性大腿骨（右）の計測値は、骨体中央周 84mm、骨体中央矢状径 27mm、中央横径 26mm、

　　骨体中央断面示数 103.85（右）、骨体上横径 29mm、骨体上矢状径 25mm、上骨体断面示数

　　86.21 で、骨体上部には扁平性は認められない。

　 9．脛骨は女性脛骨２本の計測ができた。1 例（279、右）の計測値は、骨体周 (71)mm、中央

　　最大径 (25)mm、中央横径 (18)mm で、中央断面示数 (72.00)（右）である。もう 1 例（281、

　　右）は、骨体周 (62)mm、中央最大径 (21)mm、中央横径 (17)mm で、中央断面示数 (80.92)（右）

　　である。2 例とも骨体には扁平性は認められない。

　10．今回検出されたのは人体を構成する人骨の一部で、保存状態も悪いが、なかには計測や観察

　　ができるものも存在した。保存状態が良好で計測ができた人骨は、おそらく近世人骨であろう。

　謝辞　≪擱筆するにあたり、本研究と発表の機会を与えていただいた広島市文化財団の皆様方に感謝致します。≫
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右側橈骨 (The…right…radius)
78…( 男別、年齢不明 )

(…The…radius…No,78…,male…unknown…age…)

四肢骨 (The…limb…bones)
174…( 乳児・3～ 6ヶ月 )

(…The…limb…bones…No,174…,infant…)

左側第４中足骨 (The…left…
metatarsal…done)

火葬骨 (The…cremated…bones)
177…( 性別、年齢不明 )

(…The…metatarsal…done…No,177…
,sex…and…age…are…unknown…)

頸椎 (The…cervical…vertebra)

262…( 性別、年齢不明 )
(The…cervical…vertebra…No,262
,sex…and…age…are…unknown)

左側距骨 (The…left…talus)

271…( 男性、年齢不明 )
(The…talus…No,271
,male…unknown…age)
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)

26
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明
)
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ur
…N
o,
26
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ow
n…
ag
e)

右
側
大
腿
骨
(T
he
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t…f
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ur
)

上
腕
骨
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…li
gh
t…h
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er
i)

頭
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・
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肢
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at
ed
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es
)
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263…( 男性、年齢不明 )

(The…fibula…No,263,male

…unknown…age)

264-1…( 幼児・5～ 6歳 )

(The…femur…No,264-1,infant)

264-2…( 性別、年齢不明 )

(The…limb…bones…No,264-2,sex

…and…age…are…unknown)

左側腓骨 (The…left…fibula) 左側大腿骨 (The…left…femur) 四肢骨 (The…limb…bones)

歯 (The…teeth) 右側肩甲骨 (The…right…scapula)

290…( 性別、年齢不明 )

(The…scapula…No,290,sex…and…age…are…unknown)

287…( 性別、年齢不明 )

(The…teeth…No,287,sex…and…age…are…unknown)

火葬骨 (The…cremated…bones)火葬骨 (The…cremated…bones)
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下顎骨 (The…mandible)

276…( 性別、年齢不明 )

(The…mandible…No,276,sex…and…age…are…unknown)
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右側脛骨 (The…right…tibia)
279…( 女性、年齢不明 )
(The…fibula…No,279,female…

unknown…age)

右側脛骨 (The…right…tibia)
280…( 男性、年齢不明 )
(The…fibula…No,280,male

…unknown…age)

右側脛骨 (The…right…tibia)
281…( 女性、年齢不明 )
(The…fibula…No,281,female

…unknown…age)

右側第１中足骨 (The…right…metatarsal…done)
282…( 性別、年齢不明 )

(The…metatarsal…done…No,282,sex…and…age
…are…unknown)

右肩甲骨、骨頭 (The…right…scapula、caput)
火葬骨 (The…cremated…bones)
277…( 性別、年齢不明 )

(The…scapula、caput…No,277,sex…and…age…
are…unknown)
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歯 (The…teeth)
278…( 性別、年齢不明 )

(The…teeth…No,278,sex…and…age…are…unknown)

頭蓋 (The…skull)
火葬骨 (The…cremated…bones)292…( 熟年、性別不明 )

(The…skull…No,292,mature…unknown…sex)
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頭蓋 (The…skull)
285…( 熟年、性別不明 )

(The…skull…No,285,mature…unknown…sex)

　　　四肢骨 (The…limb…bones)　　　　　　　　　　　　　　　頭蓋 (The…skull)
293…(12 歳前後 )

火葬骨 (The…cremated…bones)
(The…skeleton…No,293,juvenile)



─　476　─

Ⅴ　考察

１　遺構の時期と変遷

　名勝平和記念公園内遺跡 広島平和記念資料館本館下地点の発掘調査では、近世から近代までの

町の遺構を確認した。本調査ではⅢ－ 2 で述べたように、概ね 7 面の生活面が検出された。とは

いえ、7 面揃っていない場所や新しい遺構が前代の生活面より下層に構築されて、面が失われた場

所もあり、一様ではない。そこで、遺構や伴出遺物の特徴、周辺遺構との関係などをふまえて時期

を想定して示したものが、付図 1 ～ 7 である。第 1 表「遺構観察表」中にも想定時期を記している。

　各時期の年代観を記すと以下のとおりであるが、確証を持って時期想定できた遺構は少なく、多

少の前後はあるものと捉えていただきたい。なお、第〇期については、掘削順に遡って数字を付け

ていることをおことわりしておきたい。

　第 1 期：昭和前期（一部戦後のものを含む）

　第 2 期：大正期～昭和初期

　第 3 期：明治後半～大正初期

　第 4 期：明治前半期

　第 5 期：18 世紀後半～幕末期

　第 6 期：17 世紀～ 18 世紀前半

　第 7 期：16 世紀末葉～ 17 世紀前葉

　以下、時期別に遺構や史料を元に想定される建物や土地利用の変遷について述べる。

〇第 1 期（昭和前期）

　被爆時の遺構面である A 面を中心とした時期で、基本的に昭和 20 年 8 月 6 日が廃絶時期となる。

ただ、いくつかの戦後の遺構、例えば整地に伴う廃棄土坑や墓地改葬に伴う攪乱（A6 区 SX1 等）、

戦後に設置された A1 区桝 1 等も含んでいる。上限は、昭和初期頃と想定されるが民家には第 2 期

以前から建てられていたものも当然含まれる。とはいえ、第 1 期の遺構で第２期以前の遺構にお

いても想定できる民家の建物や敷地については、近代の範囲内に収まる。A3 区 SB2 と B1 区 SB1

については、その下層からは古い時期の家や敷地を想定できる遺構を確認できなかったため、ある

いは近世に遡れるかもしれないが、他の遺構による攪乱がなく、確実に近世からある建物としては、

誓願寺庫裡のみが挙げられる。

　民家では、証言から A3 区 SB1 の建設年が昭和 11 年（1936）頃であることが判明している。

また、銭湯「菊の湯」の敷地は、材木町土地台帳 1）によると昭和 5 年（1930）に経営者である福

原良四郎に所有権が移転している。建物の建設時期がそれと一致するとは限らないが、それほど時

期差はないものと考えられる。

　淨圓寺墓地の南側の墓は、第 3 期の缶詰工場に伴う遺構と重なる箇所がある。そのため、缶詰

工場の廃絶以降に墓地を拡張したものである。昭和 9 年（1934）に淨圓寺の上薗志嚴により当該
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地にあたる 13 番地の 5 の土地が買得されており、その前後のことと考えられる。なお、拡張前か

らの位置にある A6 区墓 5 の拝石上は標高 2.28m で、比較的近接する拡張後の位置にある B6 区墓

4 の拝石上は標高 2.49m であるため、南側の新しい墓地の方が若干高くなっている。

　この時期は、戦時色の強い遺構も見られる。D3 区 SK1 や D8 区防空壕では、簡易な家庭用の防

空壕と本格的な小型地下式防空壕を確認した。D8 区防空壕は誓願寺庫裡の北東側に隣接しており、

図版 6b では、右手の盛本邸・吉川邸と左手の庫裡の間に位置することになる。なお、写真には、

こどもたちの背後にコンクリート製の直方体の構造物が写る。昭和 10 年代前半の同アングルの写

真には無かったもので、昭和 15 年前後に造られたと想定される中型の防火水槽である。上部には

細い竹を編んだ蓋が載せられている。横山昭正氏は、被爆時の広島市の防火水槽が大小あわせて

84,000 個以上あったと推定している 2）。A3 区 SB1 の東側の A3 区 SD1 上に設置された煉瓦躯体

モルタル塗りの構造物は SD1 の側溝としての機能を著しく阻害している。あえてそこに築造する

理由は、小型防火水槽の設置場所の確保と想定されよう。また、B1 区 SK2 では、空襲被害を避け

るために大量の食器を収めた木箱を埋納した状況を検出している。

〇第 2 期（大正～昭和初期）

　B 面を中心とした時期である。敷地割は大きく第 1期と異なると想定できる遺構も少なく、基本
的には第 1期と同様である。ただし第 1 期の「菊の湯」にあたる敷地は、C4 区 SB3 の存在もふま

えるとより細分されていたと考えられる。

〇第 3 期（明治後半～大正初期）

　C 面を中心とした時期である。

　敷地割は大きく第 2 期と異なると想定できる遺構も少なく、基本的には第 2期と同様である。
　民家では、B1 区 SB3 の敷地は明治 34 年（1901）に、C1 区 SB2 の敷地は明治 41 年（1908）に、

それぞれ別の所有者から缶詰工場の経営者である加藤多市に所有権が移転している。以降、戦前に

おいては所有者が変わっても別々の人物にはならない。B1 区 SB2 の建物建設は第 3 期後葉に行わ

れたと想定され、それ以降は B1区 SB3 と C1 区 SB2 の敷地は統合されて B1区 SB2 の敷地となる。
　この時期の特徴としては工場が稼働していたことが挙げられる。敷地そのものは第 2 期と変わ

りないが、工場の関連施設として使用されていた敷地も多くあったと考えられる。調査区中央部を

中心に缶詰工場、調査区北西部には針工場の存在が想定できる。後述するが、操業時期は缶詰工場

が概ね第 3 期内に収まり、針工場は第 4 期の後半から第 3 期内に収まるものと想定される。

　淨圓寺南西側の水路である A8 区 SD2・A10 区 SW2・B10 区 SW4 の埋め立てが行われたのはこ

の時期であると考えられる。土地台帳では、本遺構が位置する番地（主に 13 番地の 1 及び 7 番地

の 1）の地目欄に「溝渠」と記されており、明治 43 年（1910）には内務省から下附され、翌年に

広島市に所有権が移転し、地価設定がなされている。この時点で埋め立ては終了していたものと考

えられる。大正 2 年（1913）には、上薗志嚴他 1 名に所有権が移転し、最終的な地目は「寺院境内」

と記されている。埋め立て直後には、針の廃棄がなされた A8 区 SK4 の存在から、針工場における
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使用が想定される。操業想定時期からいえば、廃業に伴う廃棄土坑の可能性もある。その後、この

時期の後半から第 2 期頃のことと想定されるが、A8 区墓 3・4 に見られるように淨圓寺墓地が拡

張している。

　D3 区 SW1 上段は本来、誓願寺境内地の北側境界を示す石列であると想定されるが、第 3 期に

SW1 以南に民家敷地が拡張していると考えられる。第 1 期における D3 区 SB2 から C6 区 SB1 ま

での東西に広い区画は 100 番地にあたり、明治 21 年（1888）に誓願寺から杉原寿太郎に所有権

が移転している。この土地は大半が南側の調査範囲外になる広い区画で、第 1 期には 7 敷地分の

民家となっている。

　小路である C8 区道路が敷設されたのもこの時期と想定される。C8 区道路の下には第 3 期の C9

区 SK2 や C9 区 SX1 が位置しており、第 3 期途中までは民家の敷地であったと考えられる。C9 区

SK2 出土遺物のうち下限にあたる磁器（806）は、明治後半～大正期のものと想定され、その時点

では、民家の廃絶もしくは敷地の縮小が行われていたことになる。わざわざ民家を廃絶する理由は、

C8 区道路の敷設と考えるのが妥当であろう。この小路はⅢ－ 4 － (2) でも述べたように南側へ屈

10

11

14

12

95
96

97

98
99

100-1

100-2

85

87 88 89
90

13-3

91

86

93

92-1 79 80

81

92-2

94
77-1

75-1

77-2

100-3

106
107

84
83

82

108
109

110

111

105-2

6 7

98-1
8-2

57

59

61
63-1

65-1
65-2

68
67

66-1

63-2

56-1
　 -2

58
60-1

60-2
62

64-1

69

7472
70

7173-2

76-1
78

16-118-1

19
20

21
22
23

54
52
51
48
46

55

52　

42-2 42-1

40
3824-124-2

27 28 29 30 31 32 33-1 33-2

36-1
36-2

34

35
37

39
41
43

45
47
49

50-1 50-216-2
15
 -1 15-225-325-23-2

3-1 25-7

25-4

25-6

25-9

26

25-1

25-8　
25-5

4
5

13-2 13-5
13-1

7-1

102-1

104-4

4-2

6-1 10-1

10-2 66-2

73-1

73 -3

73-2
64-2

76-2

101

101-1
105-1

103-1103-4

103
   -5

103
   -6

2

誓願寺

慶藏院

淨圓寺
妙法寺

かさもり
大明神

かさもり小路

材
木
町
筋
道
路

小路

小路

天神町

－ 水路
－ 一時期でも加藤多市・琢郎
　 もしくは松浦泰次郎の名義
　 になった土地

凡例

※『材木町土地台帳』付属公図（広島法務局 蔵）及び「43 材木町」『戦災復興土地区画整理事業（西部復興一工区）　従前図 中島地区（全）』（広島県立文書館 蔵）を元に作成。

　公図のため、現実の土地区画の状況を正確に表している訳ではない。

伝福寺

図 1　材木町地番図
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曲した上で、東は材木町筋道路に通じる。被爆時の街並み復元地図 3）では、西側については調査

範囲よりわずかに延びて、かさもり大明神の南東側で途切れている。また、先述の通り、D3 区

SB2 から C6 区 SB1 間の区画は明治中葉に形成されたものであるため、それに伴って少なくとも屈

曲部から南側の小路は敷設されていたと考えられる。この時に、屈曲部から西側も敷設された可能

性はあるが、C9 区 SK2 の廃絶時期と整合しない。そこで、C8 区道路西側の敷設契機として想定

されるのが下水道の設置である。『戦災復興土地区画整理事業（西部復興一工区）関係書類』中の

公図 4）では、A8 区 SD2 から続き A10 区 SW2・B10 区 SW4 間を通る水路が記されている。そのルー

トは、材木町筋道路から西に延びるかさもり小路から発し、淨圓寺の西側に沿って南に延び、A8

区 SD2 を通り、A10 区 SW2・B10 区 SW4 間を抜け、かさもり大明神に沿って鍵形に曲がり、妙

法寺と誓願寺の間を西に進んで、再びかさもり小路に合流するものである。この水路の埋め立て後

の妙法寺と誓願寺の間の地番箇所（104-4）については、土地台帳の地目に「下水管布設敷地」と

記され、明治 43 年（1910）に内務省から払い下げられ、翌年に広島市に所有権が移転している。

ここで、C8 区道路西側を調査範囲外へ延長するとこの区画に至るのである。また、C8 区道路西側

上には C8 区 SD1・桝 1・2、C9 区桝 1 が位置している。これらのことから、妙法寺と誓願寺間の

ルートと連動して、明治末葉から大正初期頃に民家の立ち退きもしくは敷地の縮小が行われ、下水

関連遺構が設置されたものと想定される。C8 区道路西側もそれに伴って、既にあった C8 区道路

東側と接続する形で整備されたものであろう。

〇第 4 期（明治前半期）

　D 面を中心とした時期である。

　敷地割は遺構の検出状況だけでは想定しにくいが、大きく第 3 期と異なると想定できる遺構も

無く、基本的には第 3期と同様である。

　民家では、地業と想定される B1 区 SD3 ～ 6 がこの時期の遺構と想定されることから、それ以

前に B1 区 SB3 建物が存在していた可能性はない。そのため B1 区 SB3 建物が建設されたのはこの

時期と考えられる。また、第 3 期の C1 区 SB2 には火災後の地業痕跡が見られることから、同位

置の C1 区 SB3 はこの時期から第 3 期前葉までの間に火災で焼失したものと考えられる。

　建物の痕跡や敷地の区画は想定できなかったが、C5 区 SK14 や C5 区 SK28 の存在から、調査区

の南側に民家の存在が想定される。この位置にあたる 99 番地は次項で述べるが、第 5 期の途中ま

では誓願寺の境内地内であったと考えられる。土地台帳には、「地目」として「宅地」が、「所有・

質権・地上権者氏名筆頭・時期不明」として田坂豊五郎の名が記され、明治 39 年（1906）に加

藤多市に所有権が移転している。「地目」には「寺院地」では無く、「宅地」とあることから、明治

初頭の時点では既に町屋が建設されていたと考えられる。また、この地は材木町筋西側から延びる

間口が狭く奥行の長い土地であり、C5 区 SK14 や C5 区 SK28 の属する民家敷地もそれに準じてい

たと想定される。第 4 期には、明治 4 年（1871）の寺社上知令から始まる寺社領没収の影響が当

然あったものと考えられ、99 番地についても寺社領であったものが既に町屋建物があったために

「宅地」として没収された可能性もあろう。



─　480　─

　先述した第 3 期に廃絶される C9 区 SK2 や C9 区 SX1 に関連する民家も C8 区 SW5 や C9 区

SW1 における地業がなされた第 4 期に成立したものと捉えられる。C7 区 SK3・4 の位置は、番地

としては同じ場所に相当すると考えられるため、この民家に付属するものと想定される。

　工場では、後述する縫い針の特徴から針工場の操業はこの時期に開始されたものと想定される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇第 5 期（18 世紀後半～幕末期）

　E 面を中心とした時期である。

　敷地割は遺構の検出状況だけでは想定しにくくなる。石列など敷地境界を示す遺構が後代の遺構

により削平されたり、石材が抜き取られたりしているためである。ただ基本的に材木町筋道路に沿っ

た両側については、間口が狭く奥行きが長い町屋敷地が並ぶという状況であると考えられる。

　町屋では、第 4 期の B1 区 SB3 にあたる区画内に、便槽と想定される B1 区 SK12 を検出しており、

B1 区 SB3 以前の建物の存在を想定できる。

　C1 区 SB3・SB4 については、特に C1 区 SB3 内に便槽と想定される C1 区 SK10 を、また第 4

期と共通する石列も検出しており、第 4 期へも継続する町屋建物の存在が想定される。

　石垣状の C4 区 SW5 は、縮小前の誓願寺境内地北側境界を示すものと想定される。地番では概

ね 99 番地の北側ラインにあたる。C4 区 SW5 の西側には C6 区 SW7 があり面を北に向けている

ことから共に誓願寺の北側ラインに当たる可能性が考えられる。その場合、C4 区 SW5 と C6 区

SW7 をつなぐにはどこかで南北ラインを設定しなければならないが、明確な遺構は見つかってい

ない。第 1 期の C5 区 SX5 の東側に想定されるラインがその名残りとも考えられる。いずれにし

ても、この時期の誓願寺の境内域は、C5 区で北側へ突出していたものと考えられ、この原因とし

ては第 6 期の C6 ～ C9 区堀の水路埋め立てが想定される。この突出箇所は、第 1 期における D3

区 SB2 から C6 区 SB1 までの東西に広い区画と同じ 100 番地に含まれる。公図でも 100 番地の北

側突出部は描かれ、土地台帳の筆頭には誓願寺が記されており、北側に誓願寺が部分的に拡張して

いた名残りであろう。

　誓願寺北側拡張部に関連してさらにふれておく。『知新集』誓願寺境内の記述には、「表南北

四十二間　中南北四十八間五尺　裏南北三十八間」とある 5）。「表」は材木町筋道路に面した東側

のライン、「中」は拡張部が含まれた南北ラインであろう。「裏」は、「表・中」に比べ、かなり短

くなるが、土地台帳では誓願寺南西部にあたる場所の元々の「地目」は「墓地」や「畑」が多く、

その影響と考えられる。ここで、「表」と「中」の差に注目すると六間五尺になり、京間でも江戸

間でも 12m 前後となる。当然、境内地自体が正確な長方形であるはずはなく、境界ラインのひず

みの影響も考えられよう。ただ、C4 区 SW5 と C6 区 SW7 のラインの南北差は 3m 程度であり、

それだけでは説明がつかない。第 4 期の項で述べた 99 番地における誓願寺境内の縮小と民家区画

の拡張が『知新集』が編纂された文政 5 年（1822）までには既に行われていたということであろう。

その場合 C6 区 SW7 と D3 区 SW1 上段東西列の南北間距離をそれぞれの延長ラインで測ると約 8.5

ｍになり、記述との整合性がとれる。この時点での境内の様子が『藝州嚴島圖會 巻之五』6）（写真

図版編 1 図版 4b）に描かれたものであろう。第 3 期に縮小する 100 番地にあたる境内には庫裡と
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廊下で結ばれた入母屋屋根の平屋建物とそこから鐘楼へ延びる廊下が描かれている。平屋建物は『知

新集』に記述があり、『廣島市史 社寺誌』7）では記述が無くなる「芝部屋」と想定される。説明に

は「二間に七間 扉一尺 折廻り廊下 供腰掛」と記され、一つには待合室の役割が想定できる。なお、

第 6 期でも誓願寺境内は南に縮小していると想定されるが、第 5 期のものも含め、寺領まで失わ

れていたとは断定し得ない。後述するが、誓願寺年貢地は「家地」でも構わないと藩から承認され

ており、縮小した境内地も寺院経営の貸家といった形態で寺領であった可能性はある。ただ、こう

した土地利用の変化は、江戸では見られるが、京都・大坂では一般的でないとする指摘 8）もある

ため、広島での事例は今後の検証に委ねたい。

　Ⅲ－ 5 － (6) で述べたように、A8 区 SD2・A10 区 SW2・B10 区 SW4 で構成される水路が築造

されたのはこの時期と想定される。ただ、景観年代が正徳 3 ～ 5 年（1713 ～ 1715）頃と想定さ

れる『広島城下町絵図』（写真図版編 1図版 5a）や享保 13 年（1728）に描かれ、享保 18 年～元

文 2 年（1733 ～ 1737）頃に修正された『広島町新開絵図』（写真図版編 1図版 5b）においても、

淨圓寺と妙法寺間の水路は描かれている。そのため、この時期の水路の築造は、従来からあった水

路の改築という形で行われたものと想定される。

〇第 6 期（17 世紀～ 18 世紀前半）

　F 面を中心とした時期である。

　調査期間及び安全上の理由で検出できない場所も増え、敷地割は第 5 期よりも想定しにくくなる。

　町屋では、C1 区 SW8・9 間に区画の境界が想定される。第 5 期の C1 区 SB3・SB4 に伴う C1

区 SW4・5 と同一の位置にある石列ではあるが、レベル差が 40cm 前後あるため、C1 区 SB3・

SB4 と同一の建物が存在していたとは考えにくい。少なくとも C １区 SW9 より北側には、C １区

SB ３とほぼ同一の区画にそれ以前の建物があったと捉えられる。

　Ⅲ－ 5 － (7) で述べたように、C6 ～ C9 区堀の築造と廃絶もこの時期の範囲内で行われている

と想定される。この遺構における水路は南側の誓願寺と北側の区画の境界も兼ねていたと考えられ

る。ここで堀の東側の土地利用に注目したい。第 5 期で述べた C4 区 SW5 は、レベルや検出状況

といった特徴をふまえて、この時期にも誓願寺境内の北側境界ラインであったとしても矛盾はない。

ただ、Ⅲ－ 5 － (3) でも述べたが C3 区 SW2 については D3 区 SW1 と特徴が似ており、一体の遺

構である可能性がある。その場合、誓願寺境内北側ラインは C4 区 SW5 よりも北に位置すること

になり、第 6 期内で境内域の縮小が行われたことになる。

　ここで、絵図をふまえて町屋や寺院の敷地割について考察してみたい。

　『広島町新開絵図』はこの時期に相当する絵図であるが、町屋の敷地割も描かれている。材木町

筋道路の東側では、慶藏院の属する南北 2 本の小路に挟まれた区画には北側に奥行きの長い町屋

が４敷地分並んでいる。材木町筋道路の西側では、誓願寺から北側のかさもり小路までの間に 14

敷地分の町屋が並んでいる。被爆時の復元地図の該当箇所の戸数は、材木町筋西側が７戸で東側が

21 戸である。この差異は、第１期までの敷地内における町屋・民家の分割や先述した誓願寺境内

に見られる町屋や民家への転換などが要因として挙げられる。
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　東側については、公図をみると 90 番地より、87 ～ 89 番地の東側が不自然に突出して描かれる。

これを 87 ～ 89 番地にあたる慶藏院境内の一部が町屋へ転換された結果と捉えると、戸数はさて

おき番地では、90 ～ 93 番地の 4 敷地に収まることになる。遺構にあてはめると C1 区 SW8 が慶

藏院側で C1 区 SW9 が町屋側になる。その南側も、土地台帳を見る限り、87 ～ 89 番地の地目は

既に「宅地」となっており、遅くとも第 5 期までに町屋敷地が形成されたものと考えられる。

　正保 3 年（1646）に幕府に提出された『安芸国広島城所絵図』では、慶藏院の属する南北 2 本

の小路に挟まれた区画の西半分が全て「寺」になっている。一方で、さらに古い景観年代とされる

『寛永年間広島城下図』では、区画南側のみが慶藏院として描かれている。この図が後年の写本で

あることも影響しているのかもしれない。『安芸国広島城所絵図』は、周辺の寺の寺域を見ても、

多少の省略はあるが、精度が高いものと考えられる。17 世紀前半の慶藏院境内は、区画西半分全

てかどうかはさておき、C1 区 SW9 よりも北側に広がっていた可能性はあろう。その場合、C1 区

炭だまりや C1 区 SK15 は、C1 区 SW9 とのレベル差もふまえて、境内内の遺構であったと想定さ

れる。

　西側については、公図における分筆箇所や東西に分かれる番地を一つにまとめると、北から 57、

59、61、63、65、（66・67・68）、71、73、75、77、（94・95）、96、97、98、99、100 番 地

の 16 敷地分になる。そのうち 100 番地は第 3 期に誓願寺境内から転換されたものと述べた。差

の 1 敷地分についてはいずれかの番地が早い時期に分割されたと捉えることもできよう。

　材木町筋西側の町屋では西側の南北ラインが部分的に突出する区画が描かれている。淨圓寺や小

路との位置関係から、公図においても同様に突出する 97 番地の敷地がそれにあたると想定される。

その敷地の南側には誓願寺との間に 3 敷地が描かれている。その最南にあたる敷地は西側に水路

が隣接し、南側のラインは南向きに湾曲する水路のカーブの延長線に延び、材木町筋では間口がほ

とんどなくなる。この水路は C6 ～ C9 区堀にあたり、検出した実際の水路のカーブは逆向きに湾

曲している。町屋敷地南側ラインと水路南側ラインがつながるこの描写を信じるなら、C6 区堀の

南側と C3 区 SW2 の北側付近を結ぶラインが町屋南側であり、かつ誓願寺北側の境界として想定

される。一方で『広島城下町絵図』では、水路の北側ラインの延長が、そのまま誓願寺境内の北側

ラインとなり材木町筋に至る形で描かれる。これを遺構にあてはめると、C6 区堀の北側石垣ライ

ンを C3 区 SW2 の北側付近まで延ばしたラインが町屋と誓願寺の境界になる。敷地としてはこち

らの方が無理はないが、図面の精度では、『広島町新開絵図』の方が高い。あえて全てに矛盾のな

い想定をするなら、『広島城下町絵図』に描かれているように、元々は水路の北側石垣延長ライン

で誓願寺境内の北側境界があったが、町屋の敷地を増やす必要があり、一旦『広島町新開絵図』に

描かれている水路の南側石垣の延長ラインまで境内北側境界が縮小し、町屋の間口が狭すぎるのは

障りがあるために C4 区 SW5 のラインまでさらに境内を縮小したという説明もできよう。あるいは、

寺域内北端に町人用の貸家が存在しており、それを寺域とするかしないかという差であるだけかも

しれない。ここで、実際の遺構や公図をふまえて、97 番地区画の南側をみると、絵図のように 3

敷地分入る余地はない。敷地の細分が進んだ第 1 期においても C3 区 SB1 の 1 敷地のみしか想定

できず、これについては絵図の誤謬であろう。
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　『広島町新開絵図』では、水路の北側に「廣〇村年貢地」と記された敷地がある。この敷地は、

北は淨圓寺、東は町屋と境界を接して 97 番地の突出部が入り込み、西は A8 区 SD2 前段階のもの

と想定される水路と接している。なお、その水路は C6 ～ C9 区堀の水路へ接続している。これに

ついては『知新集』に記述がある。誓願寺境内の項で境内の長さや面積を述べた後に「北の方にて

廣瀬村分御年貢地一畝十五歩　この年貢地ハもと木間屋佐右衛門といふものゝ地面なりしを宝永元

年（注：1704 年）三月　善光寺来寺の時　北の方甚狭くさしつかへ御用勤かたきにより　御奉行

小鷹狩金太夫　伴宗兵衛　町大年寄芥河屋平八　両替屋五郎右衛門両人へ内證の世話取持申付　当

寺より地主佐右衛門へ祝儀として銀一枚酒一樽遣ハし　上よりこの地面御附下され　かの両御奉行

より当寺十一世俊悦へ　向後寺へつけぬるうへハ　家地になりとも何になりとも心まゝにいたすへ

きよし申渡す」とある。つまり、位置的には天神町域にありながら広瀬村に属する飛地であり、年

貢免除の「除地」ではないが、誓願寺の寺領であったということになる。敷地の利用としては、畑

であることも考えられる。ただ、善光寺の出開帳時の御用を勤めるのに手狭であることを寺領編入

の理由としていること、奉行から「家地」でも構わないとされていることから、何らかの建物の存

在が想定される。一方で『知新集』には淨圓寺菜園の項に「三畝十八歩　新開受御年貢地　南隣誓

願寺垣さかひにあり」とも記されている。絵図にはこの淨圓寺年貢地は描かれていない。面積を比

較すると、誓願寺年貢地は京間換算で約 174.6 ㎡、淨圓寺年貢地は約 419 ㎡と倍以上になる。絵

図における淨圓寺南境は第 6 期の墓地で想定される南境とそれほど変わらないと考えられるため、

誓願寺との垣境に 419 ㎡の土地を想定するならば、絵図の広瀬村年貢地内に求めるほかない。記

入を省いたともとれるが、絵図と『知新集』の編纂時期の差は約 100 年であるため、その間に誓

願寺年貢地が急激に縮小したと捉えることもできるかもしれない。この二つの年貢地は、絵図の通

りであれば第 5 期に分割したことになるが、境界をどの辺りに求めるかについて検討したい。第 5

期で想定した C6 区 SW7 東側と C4 区 SW5 西側をつなげる南北ラインは、第 1 期の C5 区 SX5 の

東側に想定されるラインの延長にあたり、C6 区堀の東に隣接する町屋敷地の西側ラインが反映し

たものと想定される。このラインを延長すると 97 番地の南側ラインにあたり、100 番地の形状と

ほぼ一致する。年貢地は 100 番地の北側突出部の中でもさらに北側一部にあたる C6 区 SW7 以北

である。また C8 区 SW3 と C9 区 SW2 も年貢地の南側、まさに誓願寺との垣境に位置する。これ

らの遺構の位置する 13 番地の２は西側を A8 区 SD2 の延長水路に接し、土地台帳での筆頭記載に

は淨圓寺の上薗惣持が記される。この 100 番地と 13 番地の 2 の境が東側誓願寺分、西側淨圓寺

分年貢地の境で、C7 区付近であると想定し、淨圓寺墓地南側付近までラインを延長した敷地とす

ると厳密な面積数値ではないが、誓願寺側が約 170 ㎡としても矛盾はない。ただし、誓願寺年貢

地に想定した 13 番地の 3 の筆頭記載にも淨圓寺の上薗惣持が記されているが、絵図のとおりに

100 年間で誓願寺年貢地が半分以下に縮小したとするなら、第 5 期末～第 4 期初頭にかけて所有

権が移動したとも想定されよう。

　なお、『寛永年間広島城下図』には誓願寺の西側、妙法寺の南側に「大池」の名で池が描かれて

いる。この池は調査範囲の西側の第 1 期には誓願寺や妙法寺の墓地になっていた場所を中心に存

在したものと考えられ、第 6 期内には既に埋め立てられたものと想定される。
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〇第 7 期（16 世紀末葉～ 17 世紀前葉）

　G 面を中心とした時期である。

　調査期間及び安全上の理由で検出できた場所は少なく、町屋敷地は想定し得なかった。

　一部ではあるが、材木町筋道路は D3 区 SW1・2、C3 区 SW3、C3 区 SD6 の存在から想定でき、

この時期から第 1 期まで、ほぼ同位置に連綿と存在していたことが判明した。

　第 6 期の項で 17 世紀前半の慶藏院境内域が北に広がっていた想定を述べたが、その境内域から

は C1 区 SK11・14 を検出した。Ⅲ－ 5 － (8) で述べた特徴から、継続的な使用をする遺構とは考

えにくい。また、北側に位置する B1 区ではそれらの遺構面より約 10cm 下層の標高 1.06 ｍ付近

に自然堆積面を確認している。これらのことから C1 区 SK11・14 は、慶藏院開基時の造成作業に

伴うものと考えられる。

　第 6 期で述べた誓願寺の境内域内には、C3 区 SW3、D3 区 SW1・SW2 が位置する。これらは

誓願寺の開基年代もふまえ、初期の寺院施設に伴う遺構と想定される。

　B9 区 SK5 は用途不明の土坑であるが、掘り方面より 17cm 下層の標高 0.9 ｍ付近に自然堆積層

を確認しており、町の初期段階の遺構である。

　

　以上、見てきた各時期の土地利用の変遷からは、寺域と町屋・民家域の増減や敷地の分割、統合

などはあるものの、第 7 期から第 1 期まで、材木町筋道路を挟んで、両側に間口が狭く奥行きが

長い敷地が展開する基本的な構造は連綿と引き継がれているといえよう。それは土地の地番にも影

響を与えており、地番から近世の土地利用を推定できる箇所もあった。また、第 7 期の D3 区

SW1 と D3 区 SW2 が接する箇所の材木町筋側屈曲ラインは、各期とも同様に見受けられ、第 1 期

においては少し東側にずれるが D3 区 SD1 の屈曲部へと受け継がれており、遺構に築城期の敷地

痕跡が表れている事例も確認することができた。

２　墓地遺構の時期と変遷

　Ⅲ－ 6 で述べたように、墓地遺構の想定時期は通常の遺構の想定時期とは異なる墓地①～⑦期

を設定した。それに基づき各時期ごとに墓地遺構を分けて示したものが付図 10・11 である。④期

については遺構数が多いので新しいものから順に 1 期と 2 期に分けている。また第 2 表「墓地遺

構観察表」中にも想定時期を記している。各時期の年代観を記すと以下のとおりであるが、他の遺

構同様、多少の前後はあるものと捉えていただきたい。

　墓地①期：大正初期～昭和前期

　墓地②期：明治後半～大正初期

　墓地③期：幕末～明治前半

　墓地④期：19 世紀前半

　墓地⑤期：18 世紀後半

　墓地⑥期：18 世紀前半
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　墓地⑦期：17 世紀後半

　墓地域の変遷については、前項で述べたように近代における拡張が 2 回は想定される。

　墓の遺構数は④期が圧倒的に多い。ただ、この理由としては、Ⅲ－ 6 でも述べたように墓が密

集して切り合っているために、古い墓が破壊されていることや調査期間の関係で最下面の墓までは

確認できていないことが要因である。また、③期が納骨室を伴う近代墓への移行期であり、重複す

る場所に繰り返し棺桶を埋める埋葬形態が終焉したことで、④期の墓の下半部が保存されたことも

大きい。いずれにせよ④期だけ突出して墓数が増加した訳ではない。先行して下層を調査した A8

区西側では、④期より少ないとはいえ、遜色ない数の⑤期、⑥期の墓を確認したことがそれを裏付

けよう。

　また、墓道が想定される薄く堅緻な面が何層も重なる土層の最下層上面は標高 1.75m 前後であ

り、第 7 図の土層においては 77 層にあたる。ここで本来の棺桶の高さを検出した最大値に近い約

60cm とするなら、⑥期の A8 区墓 196 で想定される桶上面は 77 層の 3 層上の 71 層のレベルに

なり、⑦期の A8 区墓 200 で 77 層の中位あたりになる。つまり、墓道面のレベルは、⑥期は 77

層よりも上位になり、桶上埋土の存在をふまえると⑦期も 77 層付近に位置する可能性もある。墓

が築造された場所は面が攪乱されていたが、墓道の 8 層から 77 層までの 43cm 程度が墓①期から

⑦期の墓地面レベルの変化と捉えられる。下層が未完掘ではあるが、他の生活面と比較すると墓地

面は大きなレベルの変化がなかったといえよう。

　火葬墓と土葬墓について見ると、①～②期は火葬のみ、③期は土葬と火葬が同程度見られ、④期

は土葬が主流だが火葬と想定される墓もあり、⑤～⑦期は土葬のみとなっている。特に③～④期は

火葬と土葬が混在しており、A8 区墓 127 では土葬時に同時に埋葬したものと考えられる骨壺が出

土した。火葬と土葬の混在は、江戸遺跡の近世墓地でも事例が見られるが、それが何に起因するか

までは明確になっていない 9）。本遺跡においても使い分けの要因については想定し得なかった。

　なお、近世墓については木炭・槨木槨円形木棺（早桶）墓、木炭・木槨円形木棺（早桶）墓、甕

棺墓、円形木棺（早桶）墓（楕円形含む）を確認した 10）。谷川章雄氏の分類によれば、旗本・高家・

藩士の墓は、木炭・漆喰床・槨木槨甕棺墓→方形木槨甕棺墓→甕棺墓という順で序列が認められる

とされる。本遺跡においてそれに近い構造を持つ木炭・槨木槨円形木棺墓、木炭・木槨円形木棺墓、

甕棺墓は事例が少なく、墓地内でもまとまった墓域ではなく円形木棺（早桶）墓に囲まれて点在し

ており、序列について想定できるだけの材料が無かった。ただ、円形木棺墓は圧倒的に数が多く庶

民の墓であると想定され、その他の墓は数も少なく厚葬であることから、身分や社会的階層が上位

の者が葬られていることは想定できよう。

３　誓願寺について

　Ⅲ―５－ (3) で述べたように本調査では、誓願寺境内の北側の遺構を検出した。誓願寺庫裡の梁

行についてもう少し検討してみたい。梁行の長さは『知新集』に六間と記されており 12m 前後で
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あることが想定できる。D8 区 SW2 と D8 区 SW3 の柱間距離を 2.9 ｍと想定したがこの数値は京

間 1 間＝ 6 尺 5 寸＝ 1.97 ｍとするなら、9 尺 6 寸＝ 1.47 間となり、ほぼ 1 間半にあたる。写真

から梁行最南側の柱間距離は幅広であることがわかっており、北側と同程度の柱間距離とするなら、

北側と南側の数値を除いた数字は 6.2 ｍ＝ 3.14 間となり、ほぼ 3 間にあたる。さらに写真から庫

裡の屋根はしころ葺になっていることがわかる。これらのことから庫裏の内部は主屋３間の南北に

それぞれ下屋１.5 間が付属して計６間となり、加えて北側に 9 尺弱の孫庇が取り付く構造であっ

たと想定される。こうした特徴は光井渉氏によれば、寛文 8 年（1668）に幕府によって出された

寺院建築の規制法令における「梁行京間三間を限へし　但　桁行は心次第たるへし」、「四方しころ

庇　京間壹間半を限へし」に対応したものとされる 11）。誓願寺庫裡も、梁行３間では狭すぎるので、

外観上はしころ葺として６間の内部空間を確保した光井氏による「寛文八年令適合建築」にあたる

といえよう。いずれにしても庫裏の建築年代は、開基時のものではなく寛文８年以降であり、標高

1.72 ～ 1.79m 付近で出土した大量の瓦片は庫裏の地業痕跡であるとともに、それ以前の境内レベ

ルに近いものであるとも考えられよう。『知新集』では本堂は貞享５年（1688）再建と記されてお

り、隣接する庫裡も近い時期に再建されたものかもしれない。

　庫裡の孫庇内では井戸枠瓦を施した C9 区井戸 1 を検出した。『守貞謾稿 巻三』では板材を桶状

にたがで締めたものを積み重ねて井戸枠とした「江戸井」と対比して、「京坂井」として図示され

る 12）。井戸枠瓦を持つ井戸は、C4 区井戸 1 と C7 区井戸 1 を加えた 3 か所のみで他では検出でき

なかった。また、広島城城郭内の遺跡では「江戸井」が主流であり、「京坂井」の検出例は無い。

検出遺構は、いずれも最初期には誓願寺境内内に位置し、C7 区井戸 1 は設置時には境内内であっ

た可能性が高い。C4 区井戸 1 については第 6 期には既に町屋域に転じているが、例えば寺院所有

の貸家といった形での関係があり、誓願寺同様の施工を行った可能性も考えられよう。本調査区の

みで見れば、誓願寺が関わった限定的な井戸とも捉えられるが、城下町で普及していたかどうかは

今後の事例の増加を待つしかない。

　G 面における C3 区 SW3 と D3 区 SW2 による区画 a・b の用途について考察してみたい。区画 a・

b はそれぞれ長方形の区画になり、東側のラインは、D3 区 SW1 とｂが接する場所で 68cm、ｂと

a が接する場所で 73cm、それぞれ東側にずれて突出している。第 7 期の遺構と想定されることから、

区画 a、b は初期の誓願寺に伴うものであり、北東－南西方向へ延びる材木町筋道路の地割に規制

を受けた結果とも考えられる。三角州における誓願寺寺域の整地は全体的に行われたと考えられる

が、当初は、標高の高い北側の方が建物を建てやすかったことは想像に難くない。開基前後に材木

町筋に面して僧房や長屋などを建てて使用し、17 世紀前半のうちに役割を終えた可能性が想定で

きるのではないだろうか。

　第 6 期の C6 ～ C9 区堀と誓願寺との関連について考察してみたい。17 世紀前半の築造が想定さ

れるこれらの遺構群は誓願寺境内と北側の寺領である廣瀬村年貢地との境に位置しており、境界の

役割を持つことは想定される。また堀としての防御的役割も想定できるかもしれない。その場合は、

想像を逞しくすれば、福島正則の城下町整備に伴い寺院の防御機能を高めることを目的に築造され

たと捉えることも可能かもしれない。しかし、水路幅は、東端が 4.1 ｍ、確認できる西端で 2.7m
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と西に向かうほど減少している。また、東側は材木町筋道路まで延びておらず、防御機能について

は疑問符がつく。『広島町新開絵図』に見られるように水路と町屋の南側ラインが一体であれば町

屋の存在が水路の延長を規制したともいえるが、前述したように検出した水路は絵図とは逆に湾曲

しており、誓願寺敷地側で東へ延ばすことは可能であったと考えられる。そこで誓願寺が火事など

の際に、広島滞在中の幕府巡検使や諸大名の避難所となる役割に注目したい。寛永 10 年（1633）

の幕府巡検使の巡察に伴い、広島藩では道路、橋、茶屋などの施設の整備を行っている 13）。C6 ～

C9 区堀の築造契機をこの整備に伴うものと捉えるなら、築造時期は遺構、遺物などによる想定も

ふまえて、後代の巡検使に伴うものではなく寛永 10 年のものであろう。17 世紀前半の誓願寺境

内内の建物配置を想定し得る材料がないが、17 世紀後半再建の本堂の位置など第 1 期にも見られ

る配置であれば、主要建物は境内の西半に位置することになる。とすれば、C6 ～ C9 区堀に伴う

水路は境内内の建物を守る防火帯としての役割が第一にあり、東側への設置の必要性が無かったと

想定される。『知新集』によれば、巡検使や諸大名、他藩の使者が宿泊する御客屋は、承応年間（1652

～ 1655）の絵図には白神一丁目に五軒、二丁目に四軒、尾道町に一軒記されている。いずれも町

屋だったが、そのうち白神一丁目の一軒を 1673 年頃に藩が買い上げ、官舎としている。東側の水

路幅が広いのも、藩の御客屋が所在した白神一丁目（現中区大手町一丁目）から退避する事態であ

れば、火元想定が北東の町屋側であったことの表れと捉えることもできよう。

４　缶詰工場について

　本調査では、「加藤多市商店缶詰製造所」に関連する多数の遺構を確認した。下部構造しか残っ

ていない遺構だけでは工場の実態はわかりにくいが、史料等をふまえながら想定してみたい。

　缶詰工場の経営者である加藤多市（1865 ～ 1918）は、実弟の松浦泰次郎（1872 ～ 1953）と

ともに、明治 28 年（1895）に広島市空鞘町で缶詰製造所を創業し、明治 31 年（1898）には材

木町 97 番地に缶詰工場を移転した。その後、北清事変や日露戦争などの軍需もあり、順調に業績

を伸ばし、広島でも屈指の缶詰工場になる。大正 7 年（1918）に加藤が亡くなり、養子になって

いた松浦の長男加藤琢郎が跡を継ぐが、ほどなく松浦の会社に吸収整理され、材木町の缶詰製造所

は廃止されている。大正 14 年（1925）1 月発行の『株式会社松浦商店写真』では加藤琢郎は監査

役に名を連ねている。大正 7 年 12 月時点の『広島県統計書』には既に缶詰製造所の記載がなく、

加藤の死後まもなくの吸収だったと想定され、遅くとも大正 10 年頃までには工場の廃止が行われ

たと考えられる。

　工場の操業期間は本調査においては第 3 期にあたり、工場に関連するものと想定される遺構は

B4 ～ B8 区、C5・6 区内に位置する。地番でいえば、97 番地及び 13 番地の 3 とそこから昭和 9

年（1934）に分筆される 13 番地の 5 にあたる。明治後半の缶詰工場の製造ラインと流れは大き

く「製缶」と「調理→詰込→脱気→密封→殺菌」の二部門に分かれる 14）。工場内は、概ね工程順

のラインを組んで作業を行う。そうした観点で見ると、確実に工程が想定される遺構は B7 区炉跡 1・

2 と B8 区炉跡 1 である。明治期の調理～殺菌工程は、空缶に内容物を詰めた後に蓋をして半田で
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密封して煮沸、蓋に錐で穴をあけ膨張した空気を抜くことで脱気、半田で穴を塞いだ後に再度煮沸

して殺菌を行うという流れが一般的であり、火を使用する煮沸工程が 2 回ある。半田そのものを

製造する際も火を使用するが、調理工程のライン内では可能性は低く、3 基の炉跡は煮沸工程に伴

うものであろう。B8 区炉跡 1 は依存状態も良く、位置的にも最終段階の殺菌を行う直火式の蒸釜

であると考えられる。とすれば B7 区炉跡 1・2 は脱気に伴うものとも捉えられる。缶詰工場に伴

う廃棄土坑と捉えられる B8 区 SK3 から出土した缶蓋（保 339 や保 340 など）の中央には穿孔が

されており、脱気工程における不良品が廃棄されたものと考えられる。また、B8 区 SK12・13 が

機械設置痕跡であるなら、脱気後の巻締機である可能性が想定される。半田を使用しない「衛生缶」

の推進は明治後期には既に謳われており、明治 36 年（1903）には、広島市段原の旭缶詰製造所

と呉市の高須缶詰合資会社がゴム式の巻締機を導入している。現在では一般的な二重巻締機は、広

島においては大正 12 年（1923）までには、初期のモデルであるセミトロシーマーを 10 社以上が

備えていた。B8 区 SK3 出土の缶は錆や破損により、二重巻締のものがあるかどうかは判然としな

いが、広島でも屈指の本工場に導入されていても何ら不思議ではない。調理工程は、明確な遺構が

確認できないが、ラインを念頭に置くと B6 区付近で行われていたと考えられる。桝が多いのはそ

のためともいえよう。C5 区 SX6・7、C6 区 SB4 は、Ⅲ－ 4 － (3) で述べたようにボイラー施設で

あると想定される。位置から B5 区 SF1 の一角にボイラー本体が設置されていたと考えられる。製

缶機械などの伝動ベルトの可動や調理における二重釜などの熱源といった用途が想定できる。B5

区から B4 区が製缶部門ということになろう。B5 区 SF1 の煉瓦とモルタル面の境がそのままボイ

ラーと製缶部門との境になるとも考えられる。なお、B4 区 SD1 の溝内からは未報告だが活字が数

点出土しており、缶のラベル印刷を行っていた可能性も考えられる。工場エリアの東側、B3 区か

ら B4 区東半が事務所兼居住域ということになる。

　ただ、このエリアだけでは倉庫スペースが想定できない。作業を終えた缶詰は、最低でも 1 か

月以上は製品倉庫に保管される。また資材の倉庫も必要になる。ここで図 1 の土地台帳において

一時的にでも加藤多市・琢郎、もしくは松浦泰次郎の名義になった土地を見ると材木町筋沿いに広

い範囲にわたっている。大正 6 年（1917）における加藤の工場の牛肉缶詰だけの生産量は広島の

業者で最多の 862,000 斤である 15）。職工数は、明治 35 年（1902）に 37 人だったものが、同 37

年（1904）には日露戦争の影響で 98 人に膨れ上がり、最後の記載である大正 7 年（1918）1 月

時点では 55 人になっている 16）。移転直後の生産量が少ない時期であれば 97 番地付近だけでも問

題はなかったかもしれないが、増産が進んだ時期の缶詰の資材及び製品倉庫や職工の労働場所、休

憩場所を確保するためには必要な土地であったろう。材木町筋を挟んで東側の 90 番地に位置する

C2 区 SK7 では缶が廃棄されており、周辺に工場ラインが存在していたことが想定できる。また、

所有権を得ていない 96 番地の A3 区 SX2 のコンクリート基礎は、特徴から製缶工程におけるブリ

キ切断のための足踏切断機やブリキを円形に打ち抜く足踏式の蓋底打抜機などの基礎である可能性

が想定できる。その場合、借地して工場を拡張することも行われていたと考えられる。

　関連する出土遺物を見ると、工場域内から出土した缶蓋（1318・1320）には「扇に日の丸」の

刻印が施されている。これは、明治 34 年（1901）に登録された加藤多市の商標である。さびで
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は目途が立たず、大阪資本の大林組などに協力を求めている。その際に大林組の指定旅館になって

いた佐々木旅館の佐々木伝介が加藤と大林組の橋渡しをしたのである。佐々木自身も広島瓦斯の設

立発起人として資本を提供している 18）。こうした縁から、この湯呑は加藤の存在があったからこそ、

この地で出土したものといえる。また、この場所は、第 3 期の B1 区 SB3 にあたり、第 2 期には

C1 区 SB2 区画と併せて B1 区 SB2 の広い区画に変化している。地番では 90・91 番地にあたり、

それぞれ、明治 34 年（1901）と明治 41 年（1908）に加藤に所有権が移転している。先述した

97 番地における想定居住エリアは広島有数の実業家であった加藤のものとしては狭く、材木町筋

を挟んだ C1 区 SB2 に居住し、91 番地を得て二つの番地にまたがる B1 区 SB2 の建物を建設した

とも想定される。C1 区被爆面出土の明治後半頃のタイルもその建設に伴って使用され、加藤の死後、

建物は新しいタイルを使用しながら改修を加えて竹内歯科医院になったとも考えられよう。

5　砂が充満する溝状遺構について

　本調査では、第 4 期の B1 区 SD2 ～ SD ６や第 6 期の B1 区 SD7 に代表される遺物が少なく、ほ

ぼ砂のみが充満する大型の溝状遺構や大型土坑をいくつか確認した。それらは概ね民家や町屋域の

直下に位置し、その上に若干盛土をして生活面を形成している場合が多い。また B1 区 SD3 ～ SD6

では東側の掘りこみ端部が確認でき、延長上に材木町筋道路が位置するため、独立した溝であり、

排水路などの用途は想定できない。また第 1 期の C6 区 SB2 における被爆時の炭化材が集中する

面の直下にも砂が充満していた。こうしたことから、何らかの地業痕跡であるとしか想定し得ない。

規模は異なるが第 6 期から第 1 期に至るまで見られ、また旧中島本町に位置するレストハウス増

築等に伴う発掘調査では、小路の下層から砂の充満する溝状遺構を確認しており、本調査区だけの

局地的な地業というわけではないようである。砂の採取場所は、舟運のための「砂ざらえ」が近世

から行われていることもふまえ、近接する本川、元安川であろう。用途については、B1 区 SD2 や

B1 区 SD7 の上に位置する B1 区 SB1 では土間面の不同沈下が顕著であり、地盤強化の効果がある

とは想定しにくい。湿気対策などがあるのかもしれないが、明確にはできず、今後の事例や考察に

委ねたい。

明瞭ではないが、縁が曲げられており、二重巻締ではなく、缶胴に

嵌めて半田付けするものと想定される。いずれも缶胴と想定できる

付着物はなく、蓋付される前に紛失したものであると考えられる。

また B1 区 P1 出土の磁器の湯呑碗（200）には赤絵文字で「大坂

常安橋南詰 寿 さゝき」と記されている。内容から、『大阪商工名録』

などに明治後半から昭和初期まで記載がある佐々木旅館の湯呑であ

る。代表者は佐々木タカで、大阪市西区土佐堀裏町に所在してい

た 17）。加藤多市は、明治 42 年 (1909) の広島瓦斯株式会社設立に

尽力した中心人物である。設立にあたっては、広島の資本家だけで

図 2　登録商標「扇に日の丸」
国立国会図書館ウェブサイトから『日本登
録商標大全 第四編』（東京書院 1905 年）
掲載のものを転載
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6　A9区出土の縫い針について

　A9 区の土坑（SK3 ～ 6・10 ～ 12）からは坩堝とともに大量の縫い針が出土した。これらの針

はその出土状況から、製造過程において投棄されたものと考えられるが、当地に工場等が存在した

記録はなく、遺構の時期やその性格について考察したい。

　広島では江戸時代から針づくりが始められ、以降、専門職人や下級武士の内職として、それぞれ

の工程を分業して伝統的な手作業による針製造が行われてきた。明治に入っても針づくりの技術は

引き継がれ、生産は続けられてきた。明治 10 年頃から海外製 19）の針金素材を輸入し使用し、明

治 29 年になると中田製針所の中田和一郎氏が機械製針に取り組み、明治 33 年に動力機械製針が

軌道に乗ることとなる。翌年には天神町の青木瀧次郎商店も機械製針を開始するなど、他業者も急

速に機械製針へ移ってゆく。

　針素材についてであるが、科学分析の結果、たたら製鉄によるものではなく近代的な転炉を使用

したものであること、さらにはその成分が近代の国産品（八幡製鉄所）ではないこと、成分にリン

が多く質が良い素材で西洋からの輸入品の可能性が高いことが分かった。

　針穴の形状を見ると、その断面は擂鉢状になっている。手作業による針製造では、舞錐で 1 本

ずつ穿孔するため擂鉢状の断面形状になり、機械製針ではプレスのため針穴断面は垂直となる。こ

のため、針の製法としては近世から続く伝統的な技法が使用されていることがわかる。

　針の硬度を見ると、焼き入れは針の全体に行われており、特に針先の硬度が高くなっている。出

土品が同じサイズごとに紐状のもので束ねられていることからも、この焼き入れ時の後に投棄され

たものと考えられる。なお、焼き入れ作業は難しく、針師それぞれの秘伝とされていたようである。

　以上のことを踏まえると、素材が海外製であることから明治 10 年頃以降のものであり、製造技

法が手作業によるものであることから、機械製品に移行する明治 33 年を大きく超えない時期 20）

のものと考えられる。さらに、手作業による製造であること、当時の工程は分業体制であることか

ら、縫い針が出土した土坑を含む建物（A9 区 SB1）の一時期は、焼き入れの工程を行っていた小

規模な製造業者であったことが推測できる。

7　結び

　本調査は、広島城城郭外の城下町としては、初めての本格的な発掘調査事例となった。調査範囲

に存在した材木町は、毛利氏の築城時から歴史が始まり、近世、近代と時代を経て発展を続けたも

のの、原子爆弾の投下により町としての歴史を終えている。その 350 年の歴史を遺構や遺物で時

期ごとに確認することができ、原子爆弾投下時の痕跡もいくつか検出した。そうした調査成果を基

に、史料や聞き取りなどをふまえて考察を行ってきたが、博捜を尽くしたとは言い難い。また、特

に本調査には被爆遺構の調査という意義があったが、被爆前後の関連資料や当時の住人の記憶や聞

き取り記録、画像など、博捜すればまだまだ検討の余地はあろう。本報告書によって議論や検証が

深まり、材木町の歴史を継承する一助になれば幸甚である。
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注

(1) 『材木町土地台帳』広島法務局 蔵
以下の所有権移転の記述についてもこれによる。なお。台帳には「中島本町・中島新町・木挽町・材木町・天
神町・元柳町」の表題の公図も付属する。ただし、材木町付近は部分的に破れている。

(2) 横山昭正「『市民が描いた原爆の絵』における防火水槽－画中の説明を中心に－〈その 2〉」『広島平和記念資
料館資料調査研究会研究報告 第 6 号』広島平和記念資料館資料調査研究会　2010 年

(3) 広島大学原爆放射能医学研究所・NHK 広島中央放送局 編「広島市原爆爆心地復元市街図」（志水清 編『原爆
爆心地』日本放送出版協会 1969 年　付図）

『平和記念公園（爆心地）街並み復元図』中国新聞社　2000 年・国立広島原爆死没者追悼平和祈念館　2012
年修正

(4)「43 材木町」『戦災復興土地区画整理事業（西部復興一工区）　従前図 中島地区（全）』　広島県立文書館 蔵
公図は現実の土地の実態を表す測量図ではないので注意は必要だが、傾向は捉えられるため、参照する。以下、
公図の記述はこれによる。

(5) 『知新集』　文政 5 年（1822）
(6) 岡田清編『藝州嚴島圖會 巻之五』　 1842 年
(7) 広島市役所『広島市史 社寺誌』　1924 年
(8) 松井圭介「寺社分布と機能からみた江戸の宗教空間」『地学雑誌第 123 号』公益社団法人東京地学協会　2014 年

松井氏は、江戸市街地の急速な拡大が境内地の貸地・貸家といった土地運用をもたらしたと指摘する。
(9) 古泉弘「近世墓研究の課題と展望－基調報告－」『墓と埋葬と江戸時代』江戸遺跡研究会編　吉川弘文館　2004 年
(10) 谷川章雄「江戸の墓の埋葬施設と副葬品」『墓と埋葬と江戸時代』江戸遺跡研究会編　吉川弘文館　2004 年

墓の分類名称については、主にこれを参考に遺構の実態に合った名称にしている。以下の記述もこれに同じ。
(11) 光井渉「寺院建築に対する梁間に規制について　寛文八年の梁間規制とその運用状況」『建築史学』1994 年

広島市の國前寺庫裡も寛文８年令に対応した建築として紹介される。
(12) 喜田川守貞『守貞謾稿』1837 年～
(13) 藤沢勇「Ⅴ 四 領国経済と城下町」『広島県史　近世１』広島県　1981 年
(14) 田村規充『廣島缶詰物語』広島市郷土資料館　2015 年

以下、製造工程の記述は主にこれによる。
(15) 農商務省農務局『農務彙纂』　1920 年
(16) 農商務省商工局工務課『工場通覧』　1904・1906・1919 年
(17) 大阪商業会議所『大阪商工名録』梅田芳三　1911 年
(18) 田辺良平『広島産業界先駆け者伝 時代の先頭を走った人たち』春秋社　2013 年
(19) 広島市郷土資料館『広島市における針づくりとその技術』によると、ドイツウィッツル社製の針金が輸入され

たとある。
(20) 機械製針導入後も、機械により針穴があけられ成形された針（黒針）を仕入れ、裏長屋で焼き入れ・焼き戻し

や磨きなどの仕上げまでの作業をする、「黒針屋」と呼ばれる製造者がいた。本遺跡出土のものは機械成型さ
れていないためこれに該当しないものと考えられる。

参考文献

　村上宣昭『広島城絵図集成』財団法人広島市未来都市創造財団 広島城　2013 年
　青木瀧次郎『縫針の話』　1928 年
　岡田敏雄『縫い針』朝日書院　1966 年
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世墓，近
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昭和

建物跡，石垣，石列，
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原子爆弾による被爆
遺構，被爆遺物

要約

原子爆弾による被爆時の街並みから広島城築城期の城下町の調査。地下
約 70cm 前後において材木町筋の道路、石列、建物の基礎や土間など、
被爆時の街並み（被爆面）を確認。自然堆積層が出土する地下約 2m ま
で調査を行った結果、江戸時代から被爆時まで概ね 7 時期の街並みが連
綿と積み重なっていること、その中で最も古いものは広島城の城下町が
築かれはじめた 16 世紀代に遡る。
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