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第７節　中世以降の遺構と遺物　１

A A'

A A'

B B'

B

B'

586.80m

585.20m

1　10YR4/3　にぶい黄褐色シルト　しまりあり
 　粘性なし  径5～20cmの基盤層中の角礫を30
   %含む

1

1

掘りすぎ

(S=1/50)

0 2m

 

第７節 中世以降の遺構と遺物 

 

この遺跡において、鎌倉時代以降のものを中世以降としてまとめた。検出した遺構の中から土坑２

基を報告する。 

１ 土坑 

SK716（図 298・図 299） 

検出状況 DO20～EP2 グリッド、Ⅳ層の上面で検出した、不定形の土坑である。底面は東側、西側、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 298 SK716 遺構図 



２　第３章　調査の成果

10cm0

(S=1/3)

10cm0

(905:S=1/4)

900

902

899

904

901

903

907

906

905

 

南側に部分的に深くなる。こうした部分以外は浅く、壁面は底面から緩やかに開く。壁の残存高は最

大で 0.24ｍである。 

埋土 単層で、角礫を多く含む。 

遺物出土状況 埋土中から土師器や須恵器、灰釉陶器、古瀬戸、大窯製品、石製品といった多くの遺

物が散在した状態で出土した。 

出土遺物 899 は高台を持つ須恵器碗である。900 は古瀬戸平碗で、古瀬戸後Ⅰ期～後Ⅱ期と考えら

れる。901～903 は天目茶碗で、901 が古瀬戸後Ⅲ期、902 と 903 は大窯第４段階前半と考えられる。

904 は尊式花瓶の底部で、古瀬戸後Ⅲ期～後Ⅳ期古段階と考えられる。905 は石製容器で、口縁部の一

角は注口のような形状に削り出される。また、口縁部付近の外面には突帯が巡る。この突帯は蓋の受

け口である可能性がある。仮に蓋を持つとすると、注口は二次利用によるもので、櫃もしくは香炉、

手あぶりの可能性も考えられる。906 は磨製石斧で、刃部に使用による刃こぼれがあり、基部は一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 299 SK716 出土遺物 



第７節　中世以降の遺構と遺物　３

585.50m

SK724 SK724 出土遺物

遺構外出土遺物

1　10YR4/3　にぶい黄褐色土　しまりややあり
 　粘性なし  10YR5/6黄褐色シルトブロックを
   20%含む
2　10YR4/4　褐色シルト　しまりややあり　粘
   性ややあり

11
2

A A'

A A'

908

911

(S=1/50)

0 2m 10cm0

(S=1/3)

909     

910

912

913

 

欠損するが、敲打痕が認められる。907 は切目石錘で、楕円形の円礫の両端に抉りを作り出している。 

時期 出土した陶器から、16 世紀末と考えられる。 

SK724（図 300） 

検出状況 EO3 グリッド、Ⅳ層の上面で検出した。平面は南北方向に長い不整な楕円形である。底面

は北側が１段深く掘り込まれ、南側にテラス状の平坦面を有する。壁の残存高は最大で 0.20ｍである。 

埋土 ２層に分層したが、ほぼ水平に堆積し、１層にはⅣ層起源のブロック土が含まれるため、人為

的埋土の可能性がある。 

遺物出土状況 埋土中から陶器片が１点出土した。 

出土遺物 908 は卸目付大皿で、古瀬戸後Ⅳ期古段階と考えられる。 

時期 出土した遺物から、15 世紀中頃と考えられる。 

２ 遺構外出土遺物（図 300・図 301） 

 909～911 は中世の遺物である。909 は尾張型山茶碗の底部片で、910 は珠洲焼の擂鉢である。911は

常滑産陶器の広口壺で、常滑窯６ｂ型式と考えられる。912 と 913 は近世の遺物である。912 は灯明皿

で、913 は筒状容器の蓋と思われる。913 の内面には全体に煤状の付着物が付き、容器との接合部は付

着物がやや厚い。 

914～916 は五輪塔で、いずれも破損している。914 と 915 は空風輪であり、916 は地輪である。石

材はいずれも安山岩である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 300 SK724 遺構図、出土遺物、中世以降の遺構外出土遺物（１） 
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917

918
916

914

915

5cm0

(917･918:S=1/2)

10cm0

(914～916:S=1/5)

 

917 と 918 は近世と思われる金属製品である。917 は煙管の吸口で、918 は寛永通宝である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 301 中世以降の遺構外出土遺物（２） 



遺構一覧表　５

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長

SZ01

S074､C467(方
台部)
C246､S045(周
溝)

EA4～
EC7

SI04,SI12,SP02,SK023
,SK027

SK025,SK026,SK038,SK
039,SK040,SK041

12.30 (12.20) 11.50 9.10 0.54 N 24° W
J,H,P,K
,S,Y

11･12 8

SZ02
C468(方台部)
C108(周溝)

EC2～
EE5

SI06,SI07,SI08,SI09,
SD03

SK044,SK047,SK052,SK
267

14.40 (9.20) 10.78 (7.50) 0.66 N 20° W H,P,Y 14 8

SZ03
S072(方台部)
S080､S592､
C511(周溝)

BS7～
BT9

SZ04,SI10 SK355 8.58 (7.92) 6.72 (7.08) 0.21 N 5° W H,P,Y 15 9

SZ04
S071(方台部)
S061(周溝)

BS9～
BT11

SZ03,SK067,SK289 9.61 5.72 6.69 4.65 0.42 N 1° W H,P,Y 16･17 9

SZ05

S057､A001(方
台部)
S186､A002(周
溝)

BT13～
EA15

SZ48,SZ48‐周溝 9.55 (9.25) 8.40 (7.25) 0.52 N 19° W J,H,P,Y 18･19 10

SZ06
S036(方台部)
S076(周溝)

EA7～
EC10

SI11,SI12,SK115
SK071,SK072,SK073,SK
269

11.35 7.40 10.60 4.95 1.05 N 80° E J,H,P,S 20･21 10

SZ07
S070(方台部)
S201､S011(周
溝)

EB12～
ED14

SK085
9.90 7.75 7.00 6.28 0.47 N 75° E

J,H,F,P
,K

22･23 11

SZ08
S586(方台部)
S465､S486(周
溝)

EC7～
EE9

SI13,SI15,SI16,SI19,
SK096,SK107,SK109,SK
124,SK125,SK126

SK097,SK110,SK111,SK
112,SK113

12.00 (7.62) 9.28 (6.10) 0.54 N 80° E H,P,S,Y 24･25 －

SZ09 S111(周溝)
ED10～
EF13

ST04,SI21,SI23,SI24,
SI28,SU01,SP09,SP15,
SK147,SK262

SP15,SK146,SK150 16.45 (12.00) 13.12 (9.28) 0.58 N 72° E J,H,P,Y 26 －

SZ10
C451(方台部)
C212(周溝)

EF9～
EH11

SZ11,SI25,SI26,SB04,
SK226,

10.10 (8.49) (7.60) (6.15) 0.96 N 61° E H,P,S,Y 27 －

SZ11
C262(方台部)
C238(周溝)

EG9～
EI11

SI25,SI26,SB04 SZ10,SK225,SK260 (9.90) (8.35) 6.91 (7.30) 0.94 N 80° E J,P,S 29 －

SZ12
A026(方台部)
C498(周溝)

BJ6～
BK7

SZ13,SZ14,SZ15 SI31,SK375 10.60 (8.60) 7.90 (7.30) 0.54 N 25° E
J,H,D,S
,Y

30･31 11

SZ13
C484(方台部)
C485(周溝)

BK3～
BL5

SZ19
SZ12,SZ14,SK374,SK37
9

10.30 9.60 7.10 6.50 0.56 N 15° E H,S,Y 32･33 11

SZ14
A025(方台部)
C499(周溝)

BI4～
BJ6

SZ12,SZ13 SK372,SK373,SK374 (6.10) (4.90) (4.70) (3.50) 0.75 － － － － 34 12

SZ15
A027(方台部)
A085､A091､
A093(周溝)

BK7～
BL8

SZ16 SZ12,SK380,SK381 9.30 (7.80) 6.40 (6.00) 0.80 N 25° E
J,H,P,K
,S,Y

35･36 12

SZ16
A028(方台部)
A080､A088､
A089(周溝)

BK8～
BM10

SZ15,SK376,SK382,SK3
83

9.90 9.00 7.10 5.50 0.65 N 82° W
J,H,P,S
,Y

37～
39

12

SZ17
A029(方台部)
A035(周溝)

BK11～
BM13

SK384,SK385,SK389,SK
390

12.60 12.50 9.80 9.40 0.70 － － － K 40･41 12

SZ18
C486(方台部)
C487(周溝)

BL2～
BM4

SZ26‐主体
部,SK377,SK378,SK391

6.60 (4.96) 5.36 (4.12) 0.40 N 46° E － 42･43 13

SZ19
C488(方台部)
C489(周溝)

BL4～
BN6

SZ13,SZ19‐主体
部,SP23,SK386,SK387

9.30 6.70 8.90 7.70 0.35 N 27° W H,Y 44･45 13

SZ20
B009(方台部)
B010(周溝)

BL17～
BN19

SD19 SZ27,SK393,SK400 11.80 11.50 8.30 6.30 0.70 N 5° W Y 46･47 13

SZ21
B014(方台部)
B015(周溝)

BL19～
CN1

SZ30,SD19,SK319,SK32
0

11.90 (10.30) 7.50 6.90 0.62 N 4° W － 48･49 13

SZ22
A003(方台部)
A004(周溝)

CL2～
CO4

SZ38 SK321,SK326 (13.00) 12.60 10.20 9.00 0.40 N 2° W － 50･51 14

SZ23
C500(方台部)
C501(周溝)

BM7～
BM8

SD22,SK388,SK396,SK3
97

7.88 7.40 5.12 4.48 0.40 N 44° E H,P,S,Y 52･53 14

SZ24
A074(方台部)
A073(周溝)

BM8～
BO10

SZ25 SK404 (13.00) (12.40) (9.90) (9.50) 0.60 N 83° E J,P,Y 54･55 14

SZ25
A079(方台部)
A092(周溝)

BM10～
BO12

SZ24,SZ29 SZ24,SK398,SK399 7.35 (6.90) 4.80 (4.30) 0.56 N 5° E － 57 15

SZ26

A030(方台部)
A033､A068､
A070､A071､
A072(周溝)

BM14～
BN15

SD23,SK391 8.44 8.16 6.42 5.76 0.56 N 26° W J 58･59 15

SZ27
A034(方台部)
A054(周溝)

BM16～
BO17

SZ20,ST05 SK327,SK392 7.86 7.60 6.16 5.72 0.48 N 16° E － 60 15

SZ28
C490(方台部)
C492(周溝)

BN5～
BO7

SK395,SK402 8.76 8.32 6.48 5.80 0.40 N 16° E H,P,T,Y 61･62 15

SZ29
A031(方台部)
A041(周溝)

BM11～
BP14

SZ32
SZ25,SD20,SZ33,SK398
,SK399

13.10 11.80 10.40 8.60 0.60 N 75° E Y 63･64 16

SZ30
B012(方台部)
B013(周溝)

BN20～
CO2

SZ37,SK323,SK324,SK3
25,SK401

SZ21,SK322 9.24 (7.62) 7.08 5.68 0.52 N 62° W － 66･67 16

SZ31
C506(方台部)
C507(周溝)

BO7～
BP8

ST06 SK403,SK404 6.44 5.32 4.68 3.36 0.12 N 60° W H,S 68 16

SZ32
A094(方台部)
A098(周溝)

BO10～
BQ12

SZ32‐周溝内土坑,
SZ29,SZ41,SK346

SK409 (10.20) 9.00 (8.40) 7.20 0.60 N 81° E Y
69～
71

16

遺構
番号

調査時
番号

検出グ
リッド

)m(模規周内)m(模規周外係関複重
深さ(m) 長軸方位

出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表６ 墳墓一覧表（１） 



６　第３章　調査の成果

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長

SZ33

B087(方台部)
A155､A159(下
部遺構)
B088(周溝)

BO13～
BQ16

SZ29,SZ34 10.92 10.80 8.20 7.40 0.44 N 4° W H 73･74 16

SZ34
B072(方台部)
B073(周溝)

BO16～
BP17

SZ33
SK327,SK410,SK411,SK
412

11.10 (8.08) 8.92 5.72 0.80 N 4° W Y 75･76 17

SZ35
B070(方台部)
B071(周溝)

BO18～
BP19

SZ36 SK327 9.50 8.50 5.90 5.40 0.60 N 84° E － 77･78 17

SZ36
B040(方台部)
B038(周溝)

BO19～
CQ1

SZ37 SZ35 7.60 (7.00) 5.90 4.50 0.60 N 80° E － 79･80 17

SZ37
B044(方台部)
B045(周溝)

CO1～
CQ2

SZ38,SZ46,SK333,SK33
4,SK335,SK336,SK337,
SK338,SK339,SK340,SK
341,SK348

SZ36 (8.28) 7.80 6.12 4.76 0.60 N 62° E Y 81 19

SZ38
A008(方台部)
A009(周溝)

CO2～
CP4

SZ46‐周溝,
SK321,SK326

SZ22,SZ37,SZ37‐周
溝,SZ40‐周溝,
SZ47,SZ47‐周溝

13.20 10.30 8.30 6.10 1.00 N 77° E Y 82･83 18

SZ39
A010(方台部)
A011(周溝)

CQ4～
CQ5

SZ40,SZ47 4.30 (1.60) 2.40 (0.66) 0.20 N 58° E － 84 19

SZ40
A006(方台部)
A007(周溝)

CO5～
CP6

SZ38‐周溝,SZ39‐周
溝,SZ47‐周溝

(9.50) (9.30) (7.40) 7.30 0.70 N 54° W S 85･86 19

SZ41
A096(方台部)
C510(周溝)

BP7～
BR10

SZ42,SI29,SI30,SI30
‐壁際溝,SI30‐P01,
SI30‐P02,SI30‐P03,
SI30‐P04,
SI30‐壁際溝,

SZ32,SK328,SK329,SK3
42,SK343,SK344,SK406
,SK407,SK408,SK413,S
K414,SK415,SK416,SK4
17,SK418,SK419,SK420
,SK421,SK423,SK430

13.70 13.20 12.00 9.90 0.40 N 8° E H,P
87～
89

19

SZ42
A101(方台部)
A105(周溝)

BQ10～
BR12

SZ41,SP24,SK424,SK42
5,SK426,SK427,SK428,
SK431

9.60 7.32 6.00 5.90 0.52 N 88° E H,P,K 90･91 19

SZ43
A106(方台部)
A100(周溝)

BQ12～
BQ13

10.40 6.40 6.00 4.88 0.52 N 83° E － 92･93 20

SZ44
B047(方台部)
B048(周溝)

BQ17～
BQ18

SZ49,SZ51,SK357 SK358 10.42 10.12 6.80 5.92 0.52 N 89° W S,Y 94･95 20

SZ45
B059(方台部)
B058(周溝)

BQ19～
BR20

0269JE°48N82.063.2)69.3(80.5)65.5(453KS,743KS,64ZS

SZ46
A022(方台部)
A023(周溝)

BQ20～
CR2

SZ37,SZ45,SK348,SK44
8,SK450

9.80 7.40 5.80 5.50 0.75 N 78° E P 97 20

SZ47
A021(方台部)
A017(周溝)

CQ3～
CQ5

SZ38,SZ39,SZ50 SZ40,SK449 4.58 (3.08) (3.08) 2.44 0.38 N 72° E － 98 20

SZ48
C509(方台部)
C520(周溝)

BR12～
BS14

SZ05
SK432,SK438,SK439,SK
436,SK440

10.20 6.60 (8.80) 6.00 0.75 N 0° － P,K,Y
99･
100

21

SZ49
B053(方台部)
B052(周溝)

BR15～
BR16

SK353
SZ44,SK352,SK429,SK4
33,SK434,SK435,SP21

10.40 4.00 8.10 2.40 0.26 N 84° E Y 101 21

SZ50
A019(方台部)
A016(周溝)

CR2～
CR3

SZ47 4.18 (2.78) 3.06 (1.90) 0.34 N 80° E － 102 21

SZ51
B001(方台部)
B003.B004(周
溝)

BS15～
EA18

SZ05,SZ44‐周溝内土
坑,SK363,SK364,SK365

SZ44,SK442,SK443,SK4
44,SK445

14.10 10.30 11.25 9.80 0.50 N 86° E J.H,Y
103～
105

21

内周規模(ｍ)
深さ 長軸方位

出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

遺構
番号

調査時
番号

検出グ
リッド

重複関係 外周規模(ｍ)

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長

－21－E°09N02.006.0)02.1(57.0)03.1(6BE632S部体主-10ZS

－71－E°58N21.088.032.249.003.201TB390S1部体主-40ZS

－71－E°26N32.008.000.200.102.211TB～01TB490S2部体主-40ZS

－91－E°08N07.005.045.158.023.341AE～41TB981S部体主-50ZS

SZ06-主体部 S250 EB8～EB9 SZ06-P1 3.85 1.10 3.26 0.63 0.40 N 86° E － 21 －

－32JE°87N23.037.006.329.028.341CE161S部体主-70ZS

SZ08-主体部 S243 ED7～ED8 SI15 SK112,SK113 4.85 1.35 4.76 0.75 0.25 N 88° E P,S,Y 25 －

－13D,JW°76N85.046.163.260.288.26KB～6JB794C部体主-21ZS

－33－W°57N83.083.102.220.227.25LB～4KB694C部体主-31ZS

－63YE°51N04.009.004.103.108.18LB780A部体主-51ZS

SZ16-主体部 A083 BL9～BL10 SK382 3.20 1.30 3.00 1.00 0.60 N 90° W － 38 －

SZ17-主体部 A069 BL12 SK385 1.90 1.20 1.00 0.50 0.90 N 3° E － 41 －

－34－E°54N61.024.140.207.182.23LB～2LB394C部体主-81ZS

3154－W°43N26.029.067.165.104.25MB594C部体主-91ZS

SZ20-主体部 B043･B042 BM18 SK393 2.64 1.90 2.26 1.52 0.38 N 50° E － 47 －

－94－W°64N04.007.060.240.164.202MB530B部体主-12ZS

－15－E°58N04.085.0)83.2(98.0)09.2(3NC～2MC500A部体主-22ZS

－25SE°44N94.046.058.144.132.27NB～7MB405C部体主-32ZS

－55Y,JW°01N06.008.008.203.101.301NB～9NB090A部体主-42ZS

5195－W°52N05.001.109.204.102.351NB～41MB255C･630A部体主-62ZS

－06－E°32N04.067.006.100.304.371NB240A部体主-72ZS

下端規模(m)
深さ(m) 長軸方位

出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

遺構番号 調査時番号
検出

グリッド

重複関係 上端規模(m)

 

表７ 墳墓一覧表（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８ 墳墓主体部一覧表（１） 

 

 



遺構一覧表　７

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長

－26－W°73N63.083.103.286.188.26OB494C1部体主-82ZS

－26－E°37N35.029.008.226.160.36OB735C2部体主-82ZS

－46－W°73N07.002.100.308.104.331OB～21NB670A部体主-92ZS

SZ30-主体部 B041 CO1 SZ30‐P01 2.68 1.18 2.39 0.88 0.29 N 62° E － 67 －

－86－E°66N52.042.126.144.121.28OB～7OB805C部体主-13ZS

SZ32-主体部 A097 BP11 SK409 3.80 1.80 3.00 0.60 0.95 N 86° E Y 71 －

－47－E°46N08.054.140.329.146.351PB～41PB090B･980B部体主-33ZS

7167－E°78N05.027.037.261.100.371PB～61PB570B部体主-43ZS

－08－W°73N05.060.121.203.124.202PB940B部体主-63ZS

－38Y,SE°68N05.056.006.100.109.13PC～3OC310A部体主-83ZS

－68－W°06N04.006.0)03.1(08.0)08.1(5PC510A部体主-04ZS

－98－E°87N08.006.105.201.202.39RB～8RB901A部体主-14ZS

－19－E°88N05.005.008.108.003.211RB801A部体主-24ZS

－39－E°09N06.002.105.205.209.231QB701A部体主-34ZS

－59－W°98N83.025.108.500.202.681RB～71RB870B部体主-44ZS

－79－E°77N04.006.0)07.1(07.0)08.1(1QC420A部体主-64ZS

－89－E°57N05.004.005.107.000.24QC020A部体主-74ZS

－001－W°88N56.008.122.363.287.331SB315C部体主-84ZS

－201－E°08N03.006.005.288.008.23RC810A部体主-05ZS

－401－E°68N09.069.063.304.201.471TB～61TB490B･390B部体主-15ZS

下端規模(m)
深さ(m) 長軸方位

出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

遺構番号 調査時番号
検出

グリッド

重複関係 上端規模(m)

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長

SZ01-周溝内土坑1 C377 EA5～EB5 SZ01 2.01 0.67 1.92 0.61 0.04 N 　38° E － 12 －

SZ01-周溝内土坑2 C378 EA5 SK023, SZ01 1.66 0.64 1.41 0.39 0.20 N 　57° E － 12 －

SZ06-P1 S251 EB9 SZ06-主体部 (1.40） 1.20 (1.20) 0.90 0.44 － － － － 21 －

－83Y,S,P,JW°58N04.005.006.207.009.201KB～9KB180A1坑土内溝周-61ZS

－83－E°71N02.003.008.105.000.28LB880A2坑土内溝周-61ZS

－83－E°5N02.004.002.207.005.28LB980A3坑土内溝周-61ZS

－17－E°08N04.006.004.202.104.311PB411A坑土内溝周-23ZS

－87K,J,H,DE°38N04.052.102.274.105.291OB～81OB190B10P-53ZS

－87－E°47N80.044.042.146.045.181OB770B坑土内溝周-53ZS

SZ44-周溝内土坑 B062 BS17 SZ51‐周溝 1.90 0.60 0.64 0.40 0.24 N 75° W － 95 －

下端規模(m)
深さ(m) 長軸方位

出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

遺構番号
調査時番

号
検出

グリッド

重複関係 上端規模(m)

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長

－221－W°01N04.076.004.259.006.2982KS21TB～21SB942S10TS

－221PW°2N81.049.003.221.184.221AE650S20TS

－321S,HW°5N06.017.003.281.100.371BE～61AE260S30TS

－421HE°28N45.074.056.178.093.290ZS21DE213S40TS

52521－W°09N67.008.049.226.105.3溝周‐72ZS,72ZS71NB～61NB240A50TS

52621－W°78N26.008.082.353.168.3溝周‐13ZS9OB～8OB225C60TS

94621H,KW°09N11.027.024.278.097.24ME102S70TS

94621S,PW°08N91.034.051.166.013.186PS,26PS,587KS3PE773S80TS

ST09 A095 BN10～BN11
SZ24‐周溝,SZ25,
SZ25‐周溝 2.10 1.20 1.60 0.80 0.70 N 12° E － 127 49

94821－E°76N07.008.006.102.101.2溝周‐83ZS4QB～3PB410A01TS

下端規模（m）
深さ(m) 長軸方位

出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

遺構
番号

調査時番号 検出グリッド
重複関係 上端規模（m）

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新

P,F,HE°88N63.065.261.301.385.320IS1SB～02SA621C10IS
129･
130

26

P,F,HW°82N05.049.2)89.2(20.3)42.3(10IS1TB～02SA940C20IS
131･
132

26

SI03 C084 EA2～EB3 SB01-整地層 SD02,SK035,SK036 5.96 4.32 4.94 4.12 0.46 N 72° W H,P,I,S
133･
134

26

62631S,P,F,HW°7N25.082.205.343.380.410ZS5BE～4BE042C40IS

62831P,H,JE°7N61.021.380.322.382.3630KS,530KS3CE～2BE690C50IS

72041S,P,HW°41N85.009.219.201.362.370IS,20ZS4DE～3CE990C60IS

SI07 C438 EC3～EC4 SI06 SZ02,SI08 3.58 3.10 3.16 2.56 0.36 N 10° W J,H,P,S 142 27

82･72441P,HW°21N81.028.342.481.408.420ZS70IS4DE～3CE054C80IS

W°7N83.086.304.400.407.420ZS150KS,050KS5DE～4DE001C90IS
J,H,P,K,D
,I,S

146･
147

28

深さ(m) 長軸方位
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

遺構
番号

調査時番
号

検出グリッ
ド

重複関係 上端規模（m） 下端規模（m）

 

表９ 墳墓主体部一覧表（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10 墳墓周溝内土坑等一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

表 11 土坑墓一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

表 12 竪穴建物一覧表（１） 

 

 



８　第３章　調査の成果

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新

S,I,P,HW°18N05.058.200.302.309.330ZS8TB～7SB870S01IS
148･
149

28

SI11 S190 EA8～EB8 SK071,SK072 SZ06,SK069,SK070 4.00 3.02 2.98 2.66 0.25 N 82° E H,P
150･
151

28

I,P,H,JW°08N52.052.209.285.243.3962KS,60ZS,10ZS7BE440S21IS
152･
153

28･29

P,H,JW°7N27.086.410.530.533.591IS8DE～7CE434S31IS
154～
156

29

SI14 S304 EC5～ED6 SK090,SK091,SK093 SP05,SK092,SK095 5.01 3.54 4.94 3.12 0.32 N 9° E H,P
157～
159

29･30

S,K,P,F,HE°1N42.027.345.480.409.431IS,80ZS8DE～7CE042S51IS
161･
162

30･31

SI16 S183 EC9～ED10
SZ08,SB02・03-整地
層,SK123,SK124,SK125

4.58 4.14 1.38 3.90 0.52 N 3° W H,F,P,K
164～
166

31･32

K,P,F,HE°28N83.004.335.328.399.3181KS21CE～11CE090S71IS
167～
169

32･33

I,P,HE°37N06.026.684.782.729.7031KS21DE～01BE030S81IS
171～
173

33

K,P,F,HE°58N24.0)56.3(16.3)28.3(00.480ZS7EE～6DE932S91IS
175･
176

33

I,P,HE°08N62.089.343.482.434.410SS9FE～8EE880S02IS
178～
180

33

P,F,HW°01N26.025.386.369.369.390ZS60DS01FE～9EE780S12IS
182･
183

33･34

SI22 S351 EE11～EF11 SK177
SD11,SK177,SK178,SK27
3,SK274

3.62 3.21 3.30 2.95 0.20 N 69° E H,P,K 185 ー

SI23
S544(S545
の一部）

EE12～EF13
SI28,SP13,SP14,SK152,S
K169,SK170,SK171

SZ09,SI24 4.68 4.34 3.92 3.84 0.52 N 12° W H,F,P
187･
188

34

SI24 S546 EE11～EF13
SI23,SP11,SP12,SK152,S
K172,SK173

SZ09 (5.10) (4.76) (4.48) (4.24) 0.44 N 9° W H,P,S 190 34

SI25 C263 EG8～EI10 SI26,SB04,SD12 SK219 9.60 8.84 9.00 2.40 0.48 N 15° W
H,F,P,K,D
,S

191～
193

34･35

SI26 C271 EG8～EH9 SB04 SI02,SI25,SK219 5.20 4.06 4.82 3.68 0.74 N 36° W
J,H,F,P,K
,D,I,S

196･
197

35

02S,K,P,H,JE°67N84.0)21.3(43.3)04.3(45.352IS40BS9IE～8HE263C72IS 0 35

SI28
S543(S352
・S545の
一部）

EE12～EF13
SZ09,SI23,SK151,SK152
,SK153

(5.28) 3.20 （5.00） (2.91) 0.28 N 13° W P,I 202 ー

P,HW°8N67.054.202.329.262.4溝周‐14ZS,14ZS8PB415C92IS
204･
205

36

73･63602P,H,JE°5N42.042.242.245.207.2溝周‐14ZS,14ZS9PB001B03IS

22601S,JE°8N85.015.385.308.300.4溝周‐21ZS,21ZS6KB～6JB165C13IS

－－－番欠23IS － － － － － － － － － － ー

SI33 C012 EK5～EL6 SI33 SI36 (1.46) 1.36 (1.18) 0.96 0.10 N 9° W J,H,S 208 37

SI34 C061 EK6～EL6
SK617,SK584,SB09,SI34,
SK815,SK579,SP72,SK817
,SK580

SI36,SK640,SK814,SP73
,SI35,SP41

3.50 (1.85) 3.14 (1.60) 0.14 N 18° W P 209 38

SI35 C197 EK6
SK584,SI35,SI36,SB09,S
I34,SK582

SI36,SK581 2.80 (2.76) 2.60 (2.60) 0.04 N 1° W P 210 38

SI36 C010 EK6～EL6
SI36,SK584,SI33,SP34,S
I34,SK578,SI35,SK582,S
K586

SK581 4.28 (3.28) 4.08 (3.10) 0.16 N 2° W
J,H,P,K,S
,I

211･
212

38･39

SI37 S200 EL5～EM5 SK615,SK668,SK669,SP70 SD40,SD40,SK806 4.37 4.17 4.04 3.73 0.37 N 0° W
J,H,P,K,T
,C,S,R

213･
214

39･40

SI38 S285 EO2～EO3
SK704,SK723,SK726,SK73
9,SK742,SK743,SK744,SK
745,SK812,SK820,SK813

SK819 3.62 (2.24) 3.13 1.99 0.13 N 40° W
J,Y,H,P,K
,T,S

108･
109

23

14712S,P,H,JE°85N11.0)44.1(72.3)16.1(56.3818KS5NE～4NE962S93IS

上端規模（m） 下端規模（m）
深さ(m) 長軸方位

調査時
番号

遺構
番号

図版
番号

挿図
番号

出土
遺物

検出
グリッド

重複関係

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
断面
形

埋土

41.051.051.063.004.01SB～02SA634C10P-10IS C 1 C 1 a I －

81.023.073.085.095.060P-10IS1SB334C20P-10IS A 1 A 1 b I H

70.091.032.092.063.01SB134C30P-10IS A 2 A 2 a I －

90.002.042.013.043.01SB934C40P-10IS C 1 C 2 a I H,P

11.092.066.064.000.1ドマカ-10IS1SB534C50P-10IS C 2 C 2 b I H

－Ia－C－C31.091.0)03.0(53.0)53.0(20P-10IS1SB244C60P-10IS

61.071.071.003.023.020IS1SB734C70P-10IS A 1 A 1 b I －

93.051.051.092.023.01SB234C80P-10IS A 1 A 1 e I －

40.093.006.045.098.040P-20IS02SA272C10P-20IS C 2 C 2 a I －

80.021.061.063.034.01TB～02SA472C20P-20IS A 1 A 2 a I －

31.053.063.045.055.002TA862C30P-20IS A 1 A 1 b I －

01.004.033.095.016.010P-20IS02SA024C40P-20IS A 1 A 1 a I －

70.083.035.045.076.002TA224C50P-20IS C 2 C 2 a I －

深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物平面形 底面形

遺構番号
調査時
番号

検出グ
リッド

)m(模規端下)m(模規端上係関複重

表 13 竪穴建物一覧表（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 14 竪穴建物内柱穴等一覧表（１） 



遺構一覧表　９

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
断面
形

埋土

－Ib－D－D91.0)03.0(39.0)33.0(89.002TA324C60P-20IS

14.031.001.062.003.02AE123C10P-30IS A 1 A 1 b I －

SI03-P02 C382 EA3 SI03-P20 SI03-P06 0.48 0.38 0.22 0.20 0.27 A 2 A 1 b Ⅵ H

－Ⅶe－C2C82.0)41.0(82.004.087.02BE643C30P-30IS

73.043.064.054.046.081P-30IS,70P-30IS3BE593C40P-30IS A 2 A 2 b Ⅲ －

73.002.042.043.053.001P-30IS2AE983C50P-30IS A 1 A 2 e Ⅱ －

SI03-P06 C385 EA3
SI03-P02,SI03-
P12,SI03-P20

SI03-P11 0.57 0.27 0.33 0.19 0.55 A 2 A 2 e Ⅴ H

92.052.062.082.004.040P-30IS3BE193C70P-30IS A 2 A 1 b Ⅵ －

61.034.054.085.027.002P-30IS3AE883C80P-30IS C 2 C 1 a Ⅳ H.P

51.080.082.023.044.002P-30IS3AE783C90P-30IS C 2 C 2 f I H

－D02.042.072.043.0)83.0(50P-30IS2AE793C01P-30IS D 1 e I －

60.091.091.013.063.002P-30IS,60P-30IS3AE683C11P-30IS A 1 A 1 a I P

SI03-P12 C383 EA3 SI03-P20 SI03-P06 0.40 (0.34) 0.24 0.25 0.20 A － A 1 b Ⅱ －

62.042.081.024.044.002P-30IS,41P-30IS3AE483C31P-30IS C 1 C 1 e Ⅴ －

72.094.026.025.027.031P-30IS3BE～3AE413C41P-30IS A 2 A 2 e Ⅴ －

70.021.011.033.053.002P-30IS3BE～3AE293C51P-30IS A 1 A 1 c I －

51.024.024.025.045.02BE023C61P-30IS A 1 A 1 b I －

80.073.066.074.037.03BE～2BE713C71P-30IS C 2 C 2 a I －

43.002.033.003.004.040P-30IS3BE093C81P-30IS D 2 D 2 b Ⅵ －

40.074.055.025.006.03BE613C91P-30IS C 1 C 1 a I －

SI03-P20 C315 EA3～EB3
SI03-
P02,P12,P13,P06,P11,P
09,P08,P15,P02

3.15 2.05 2.85 1.96 0.05 C 2 C 2 a I H

－Ib－D－D41.0)93.0(76.0)34.0(68.03AE944C12P-30IS

51.021.021.042.062.04BE953C10P-40IS A 1 A 1 b Ⅵ －

80.031.091.042.04BE553C20P-40IS A 2 A 2 b I －

90.090.001.022.022.04BE353C30P-40IS A 1 A 1 b I －

60.063.083.035.046.04BE853C40P-40IS A 2 A 1 a I －

40.021.031.081.012.04BE753C50P-40IS A 1 A 1 a I －

80.084.035.065.076.05BE～4BE653C60P-40IS A 1 A 1 a I －

50.013.024.064.015.04BE253C70P-40IS C 1 C 2 a I －

11.022.082.023.064.05BE～4BE453C80P-40IS C 2 C 2 a I －

12.080.060.072.003.04BE063C90P-40IS C 1 C 1 c I －

50.021.081.002.042.03BE104C10P-50IS A 2 A 2 b I －

41.032.042.023.024.03BE～2BE993C20P-50IS C 2 C 1 b I －

62.043.053.094.035.02CE590C30P-50IS C 1 C 1 e Ⅴ －

HIa－C－C50.0)85.0(15.0)56.0(56.0ドマカ-50IS3CE～3BE114C40P-50IS

90.066.037.057.008.020ZS3CE524C10P-60IS C 1 C 1 b I －

90.080.156.132.059.120ZS4DE～3CE424C20P-60IS C 2 C 2 e I H.P.S

01.085.036.008.098.03DE724C30P-60IS A 1 A 1 b I H

SI07-P01 C465 EC3 SI06 SZ02 0.28 0.28 0.19 0.14 0.18 A 1 A 2 b I S

SI07-P02 C466 EC4 SI06 SZ02 0.48 0.40 0.28 0.20 0.26 A 2 A 2 b I －

73.012.042.023.063.03CE854C10P-80IS A 1 A 1 b I －

73.012.042.023.063.04CE544C20P-80IS A 1 A 1 b Ⅵ －

42.061.091.072.096.04CE444C30P-80IS A 2 A 1 b Ⅱ H

72.022.012.043.074.03CE644C40P-80IS A 2 A 1 b I －

21.023.013.025.075.04DE692C10P-90IS A 1 A 1 a I －

11.093.034.005.055.050P-90IS5DE～4DE992C20P-90IS C 1 C 1 b I H

51.055.064.027.076.04DE101C30P-90IS B 1 B 1 b I －

52.013.064.005.016.05DE～4DE203C40P-90IS A 2 A 2 b I H,P

11.073.006.005.056.020P-90IS4DE003C50P-90IS C 2 C 2 a I H,P

24.061.081.004.024.04DE792C60P-90IS A 1 A 1 b Ⅵ －

31.092.073.093.064.04DE392C70P-90IS A 1 A 2 e I P

60.071.002.022.042.04DE103C80P-90IS A 1 A 1 a I －

21.023.064.044.065.05DE273C90P-90IS C 2 C 2 e I H,P

07.032.013.004.004.07TB590S10P-01IS A 1 A 2 a I －

50.023.004.034.015.08TB～7TB201S20P-01IS A 1 A 2 a I －

01.033.014.025.007.07TB790S30P-01IS B 2 B 2 b I －

01.004.005.054.065.08TB～7TB001S40P-01IS A 2 A 2 b I －

01.001.001.002.002.07TB690S50P-01IS A 1 A 1 b I －

28.001.021.002.003.07TB890S60P-01IS A 2 A 2 a I －

01.063.004.044.064.07TB990S70P-01IS A 1 A 1 b I －

02.001.051.002.052.08AE791S10P-11IS A 2 A 2 b Ⅲ －

51.053.004.054.054.08AE491S20P-11IS A 1 A 1 e Ⅵ －

02.002.002.052.052.08AE891S30P-11IS A 1 A 1 b Ⅵ －

51.051.002.004.054.0270KS8BE～8AE002S40P-11IS A 1 A 2 b Ⅲ －

50.053.004.004.024.08AE691S50P-11IS A 1 A 1 b I K

80.091.082.004.005.08AE432S60P-11IS A 2 A 2 f I H,P

30.002.052.053.053.0170KS8BE～8AE991S70P-11IS A 1 A 2 a I －

50.052.053.003.054.07BE812S10P-21IS A 2 A 2 b I －

51.051.002.003.053.07BE322S20P-21IS A 1 A 2 b Ⅵ －

51.051.051.052.003.07BE522S30P-21IS A 2 A 1 b Ⅳ －

50.051.051.053.053.07BE422S40P-21IS A 1 A 1 a I －

50.054.055.055.056.07BE022S50P-21IS A 1 A 2 a I －

50.052.003.053.004.07BE222S60P-21IS A 1 A 2 a I －

SI13-P01 S448 EC7 SI13-P07 SI13-P14,SI13-P15 0.64 0.54 0.33 0.32 0.57 A 1 A 1 b Ⅵ H

深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物平面形 底面形

遺構番号
調査時
番号

検出グ
リッド

)m(模規端下)m(模規端上係関複重

 

表 15 竪穴建物内柱穴等一覧表（２） 

 



10　第３章　調査の成果

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
断面
形

埋土

85.091.002.005.065.08CE854S20P-31IS A 1 A 1 b Ⅵ －

94.092.032.035.045.031P-31IS7DE364S30P-31IS A 1 A 1 e Ⅵ H,P

08.082.081.025.067.051IS8DE813S40P-31IS A 2 A 1 e Ⅵ －

51.084.003.056.008.07CE744S50P-31IS C 2 C 1 e Ⅴ F

01.002.063.054.025.08CE464S60P-31IS A 1 A 2 a I －

63.091.012.033.024.041P-31IS,10P-31IS7CE774S70P-31IS A 2 A 1 b Ⅵ －

32.052.043.073.084.08CE954S80P-31IS A 2 A 2 b Ⅴ －

－Ia－D－D70.0)02.0(43.0)92.0(06.051IS8CE～7CE554S90P-31IS

－If－A－A60.001.0)22.0(52.0)82.0(51IS7CE654S01P-31IS

21.061.042.022.073.051IS7CE754S11P-31IS D 2 D 2 a Ⅶ －

SI13-P12 S462 ED7 SI15 SI13-P13 (0.87) (0.87) (0.49) (0.76) 0.14 D － D － b Ⅱ －

HⅡb－C－C31.045.0)14.1(68.0)54.1(21P-31IS,30P-31IS7DE164S31P-31IS ,P

91.040.133.162.073.170P-31IS,10P-31IS7CE454S41P-31IS C 2 C 2 f I H,P

－Ia－C－C60.092.0)36.0(04.0)36.0(10P-31IS7CE664S51P-31IS

71.012.012.072.074.06DE323S10P-41IS A 2 A 1 b I －

16.032.022.004.064.06DE623S20P-41IS A 1 A 1 e Ⅵ H,P

SI14-P03 S334 ED6 SI14-P14 SI14-P18 0.61 0.41 0.30 0.27 0.38 A 2 A 1 e I －

－Ie－A－A81.0)11.0(90.0)73.0(94.061P-41IS6DE933S40P-41IS

41.041.011.042.013.06DE223S50P-41IS A 2 A 1 e I －

21.021.062.012.072.06DE423S60P-41IS A 2 A 2 b I －

71.071.061.053.084.06DE523S70P-41IS A 2 A 1 b I －

90.021.061.052.062.06DE823S80P-41IS A 1 A 2 b I －

70.070.002.002.043.06DE723S90P-41IS A 2 A 2 a I －

62.011.031.032.032.06DE033S01P-41IS A 1 A 1 b I －

50.011.011.052.052.06DE133S11P-41IS A 1 A 1 a I －

81.021.051.032.052.06DE633S21P-41IS A 1 A 2 b I －

90.072.072.004.004.06DE733S31P-41IS A 1 A 1 a I －

70.044.005.065.026.081P-41IS,30P-41IS6DE333S41P-41IS A 1 A 1 a I －

70.051.003.082.054.06DE533S51P-41IS C 2 C 2 a I P

81.022.072.023.073.040P-41IS6DE043S61P-41IS A 1 A 2 b I －

91.062.082.073.064.02溝際壁-41IS6DE833S71P-41IS A 2 A 1 e I P

SI14-P18 S426 ED6 SI14-P03,SI14-P14 SK091 1.06 0.85 0.83 0.69 0.32 A 2 A 2 f Ⅱ －

04.072.092.053.014.06DE724S91P-41IS A 1 A 1 b Ⅵ －

PIa－D－D41.0)73.0(27.0)05.0(69.08DE023S10P-51IS

93.022.022.085.096.08DE613S20P-51IS A 1 A 1 e Ⅵ －

70.051.081.042.062.08DE713S30P-51IS A 1 A 2 a I －

02.013.052.053.093.08DE163S40P-51IS A 1 A 1 b Ⅵ H

04.041.051.002.002.08CE583S50P-51IS A 1 A 1 b Ⅲ －

62.021.021.002.043.0ドマカ-51IS8CE863S60P-51IS A 2 A 1 e I －

40.014.095.005.076.0ドマカ-51IS8CE683S60P-51IS C 2 C 2 a I －

60.061.041.002.022.08CE964S80P-51IS A 1 A 1 b I －

14.080.011.023.073.08CE504S90P-51IS A 1 A 2 b I －

32.041.001.043.093.08DE783S01P-51IS A 1 A 1 e I －

90.073.014.084.035.08DE883S11P-51IS A 1 A 1 a I －

23.022.051.003.013.08DE983S21P-51IS A 1 A 1 e Ⅵ －

31.090.090.003.045.041P-51IS8DE064S31P-51IS C 2 C 1 e Ⅴ －

13.081.041.064.046.031P-51IS8DE093S41P-51IS C 2 C 1 e Ⅵ －

16.051.061.026.017.050P-61IS9DE～9CE542S10P-61IS A 1 A 1 e Ⅵ H

22.091.022.084.088.09DE～9CE742S20P-61IS A 2 A 1 e I －

45.051.031.054.007.09DE252S30P-61IS A 2 A 1 e Ⅵ P

96.071.002.054.074.09DE552S40P-61IS A 1 A 1 b I －

02.026.026.008.058.010P-61IS9CE442S50P-61IS A 1 A 1 e Ⅶ －

80.061.051.003.043.0ドマカ-61IS9CE852S60P-61IS A 1 A 1 b I －

41.034.094.055.095.09CE752S70P-61IS A 1 A 1 b I H,P

31.013.096.073.008.09DE352S80P-61IS A 2 A 2 b I －

01.052.054.035.056.09DE452S90P-61IS A 2 A 2 a I －

11.037.018.028.080.19CE693S01P-61IS C 2 C 1 a I －

60.002.071.063.073.09DE793S11P-61IS A 1 A 1 a I －

90.080.070.012.063.09DE604S21P-61IS C 2 C 1 e I －

－Ia－D－D50.0)31.0(22.0)62.0(03.09DE893S31P-61IS

－Ⅴb－B－B90.0)33.0(14.0)73.0(05.09DE993S41P-61IS

62.042.081.072.092.09DE004S51P-61IS A 1 A 1 b I －

40.051.013.032.083.09DE104S61P-61IS A 2 A 2 a I －

11.003.092.004.014.09DE204S71P-61IS A 1 A 1 a I －

SI17-P01 S321 EC11
SI17-P17,SI17-
P18,SI17-P25

0.46 0.41 0.26 0.24 0.46 A 1 A 1 b Ⅵ －

44.032.082.024.044.013P-71IS11CE682S20P-71IS A 1 A 2 b Ⅵ －

04.051.091.053.014.013P-71IS11CE212S30P-71IS A 1 A 2 b Ⅵ －

15.021.021.075.026.011CE592S40P-71IS A 1 A 1 b Ⅵ －

34.081.071.082.033.011CE702S50P-71IS A 1 A 1 b Ⅵ －

81.011.002.061.062.020P-81IS11CE232S60P-71IS A 2 A 2 b Ⅲ －

73.031.061.012.032.020P-81IS11CE132S70P-71IS A 1 A 2 b Ⅵ －

50.062.082.033.043.011CE802S80P-71IS A 1 A 1 b Ⅱ －

50.012.032.082.082.072P-71IS11CE602S90P-71IS A 1 A 1 b Ⅳ －

－Ⅱb2D－D90.021.042.0)61.0(23.011CE302S01P-71IS

－Ia－D－D50.0)50.0(32.0)41.0(53.011CE612S11P-71IS

60.091.081.052.062.011CE112S21P-71IS A 1 A 1 a Ⅲ －

深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物平面形 底面形

遺構番号
調査時
番号

検出グ
リッド

)m(模規端下)m(模規端上係関複重

表 16 竪穴建物内柱穴等一覧表（３） 

  



遺構一覧表　11

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
断面
形

埋土

30.071.022.012.052.011CE462S31P-71IS A 1 A 2 a I －

30.041.022.002.082.083P-71IS11CE562S41P-71IS A 2 A 2 a I －

01.091.012.023.053.053P-71IS11CE512S51P-71IS A 1 A 1 b Ⅱ －

13.071.051.083.024.011CE312S61P-71IS A 1 A 1 b Ⅵ P

SI17-P17 S281 EC11 SI17-P01,SI17-カマド SI17-P18 0.97 0.77 0.84 0.66 0.07 C 2 C 2 a I P

Ia－A－A70.0)81.0(61.0)62.0(03.071P-71IS,10P-71IS11CE282S81P-71IS －

01.092.083.034.006.0ドマカ-71IS11CE082S91P-71IS A 2 A 2 a I －

30.051.031.091.032.011CE972S02P-71IS A 2 A 1 a I －

01.001.011.061.071.011CE402S12P-71IS A 1 A 1 a Ⅲ －

40.021.021.071.002.011CE872S22P-71IS A 1 A 1 a I －

－Ib－D－D90.0)90.0(37.0)41.0(58.011CE392S32P-71IS

SI17-P24 S283 EC11 SI17-壁際溝1 SI17-P25 0.29 0.25 0.21 0.18 0.11 A 1 A 1 a I －

80.053.065.074.056.042P-71IS,10P-71IS11CE482S52P-71IS C 2 C 2 a I －

11.060.080.053.083.011CE582S62P-71IS A 1 A 2 e I －

40.084.015.006.056.090P-71IS11CE782S72P-71IS A 1 A 1 a I －

21.052.053.033.034.011CE882S82P-71IS A 2 A 2 b I －

90.052.082.023.073.011CE982S92P-71IS C 1 C 1 b I －

50.071.012.012.082.02溝際壁-71IS11CE092S03P-71IS A 2 A 2 b I －

50.052.013.013.014.030P-71IS11CE192S13P-71IS A 2 A 2 a I －

60.001.031.091.022.011CE292S23P-71IS A 1 A 2 a I －

11.032.053.053.064.011CE203S33P-71IS A 2 A 2 b I －

41.091.062.092.092.011CE792S43P-71IS A 1 A 2 b I －

60.022.042.072.082.051P-71IS11CE303S53P-71IS A 1 A 1 b I －

70.071.082.043.043.011CE103S63P-71IS C 1 C 2 a I －

50.032.014.082.035.040P-81IS21CE～11CE992S73P-71IS A 2 A 2 a I －

21.091.052.082.046.041P-71IS11CE692S83P-71IS A 2 A 2 b I －

67.004.063.096.000.111P-81IS11CE661S10P-81IS A 2 A 1 e Ⅵ P

－Ⅵb2A－A47.074.027.066.0)40.1(11CE202S20P-81IS

SI18-P03 S171 EC11～ED11
SI18-P19,SI18-
P20,SI18-P21

0.78 0.68 0.44 0.54 0.76 A 1 A 1 b Ⅵ －

SI18-P04 S300 EC11～EC12 SI17,SI17-P37 SI18-P25 1.01 (0.84) 0.59 0.55 0.65 A － A 1 b Ⅵ P

60.022.027.053.037.011CE071S50P-81IS C 2 C 2 a I －

50.064.034.055.065.011CE861S60P-81IS A 1 A 1 a I －

50.012.042.092.033.011CE961S70P-81IS A 1 A 1 a Ⅲ －

70.087.040.138.041.190P-81IS21CE～21BE371S80P-81IS C 2 C 2 b I H

－Ib－D－D60.041.0)74.0(91.0)95.0(80P-81IS21CE571S90P-81IS

40.063.073.024.074.001CE461S01P-81IS A 1 A 1 a I －

－Ⅴe－D－D05.0)30.0(11.0)16.0(47.010P-81IS11CE761S11P-81IS

21.071.042.023.093.011CE～01CE181S21P-81IS A 2 A 2 c Ⅴ －

11.002.042.023.063.021DE～21CE304S31P-81IS A 1 A 2 a Ⅲ －

31.073.004.064.015.003P-81IS21CE271S41P-81IS A 1 A 1 b Ⅲ －

－Ⅴa－D－D81.0)72.0(81.0)73.0(74.011DE～11CE473S51P-81IS

31.065.065.086.048.081P-81IS11DE573S61P-81IS A 2 A 1 a I －

90.092.065.073.086.081P-81IS11DE773S71P-81IS A 2 A 2 b I －

Ⅲa－A－A90.0)53.0(04.0)84.0(85.071P-81IS,61P-81IS11DE673S81P-81IS －

Ⅲf－A－A31.0)42.0(42.0)03.0(53.002P-81IS,30P-81IS11DE214S91P-81IS －

SI18-P20 S378 ED11 SI18-P03,SI18-P19 SI18-P10 0.45 0.35 0.34 0.30 0.10 D 2 D 1 b I －

60.006.018.026.009.030P-81IS11DE973S12P-81IS A 2 A 2 a I －

22.062.037.035.059.032P-81IS11DE083S22P-81IS B 2 B 2 b Ⅴ －

90.012.002.083.024.022P-81IS11DE314S32P-81IS A 1 A 1 a Ⅳ －

21.043.023.055.085.011DE183S42P-81IS A 1 A 1 a I －

－Ⅲa－C－C41.071.0)72.0(64.0)05.0(40P-81IS11DE～11CE593S52P-81IS

－Ia－D－D21.0)85.0(57.0)07.0(29.0ドマカ-81IS21CE963S62P-81IS

SI18-P27 S393 EC12
SI18-P28,SI18-
P29,SI18-P30

1.22 0.81 0.43 0.62 0.23 B 2 B 1 f Ⅴ H,P,K

－D50.0)83.0()08.0()04.0()88.0(ドマカ-81IS,72P-81IS21CE493S82P-81IS D － g I H

01.012.073.013.074.072P-81IS21CE114S92P-81IS A 2 A 2 a Ⅱ －

－Ⅲf1B－B82.002.091.065.0)80.1(72P-81IS,41P-81IS21CE404S03P-81IS

60.002.022.033.043.06EE172S10P-91IS A 1 A 1 a I －

70.032.062.013.013.07EE662S20P-91IS A 1 A 1 b I －

12.071.042.003.083.07EE272S30P-91IS A 1 A 1 b Ⅵ －

82.082.033.063.044.07EE～6EE962S40P-91IS A 2 A 2 b Ⅱ －

50.081.081.022.042.07EE513S50P-91IS A 2 A 2 a I －

11.033.011.144.061.1ドマカ-91IS7EE762S60P-91IS C 2 C 1 b I H,P

90.012.084.063.086.07EE862S70P-91IS A 1 A 1 a I －

SI19-P08 S309 EE7 SI19-カマド SI19-P09 0.65 0.39 0.21 0.28 0.06 A 1 A 2 e I －

40.080.080.032.032.0ドマカ-91IS,80P-91IS7EE113S90P-91IS A 2 A 1 a I －

40.022.082.003.013.0ドマカ-91IS7EE013S01P-91IS A 1 A 1 a I －

61.004.053.005.015.07EE353S11P-91IS A 2 A 2 a I －

14.091.042.064.055.032P-02IS,90P-02IS9EE～8EE631S10P-02IS A 1 A 2 e Ⅵ H

42.041.041.024.036.052P-02IS,42P-02IS9EE921S20P-02IS A 2 A 1 e Ⅵ －

73.012.032.014.094.070P-02IS9FE141S30P-02IS A 1 A 1 b Ⅵ H

42.062.062.043.053.09FE～9EE621S40P-02IS A 1 A 1 b I P

83.052.052.005.055.090P-02IS9EE～8EE831S50P-02IS C 1 A 1 b Ⅵ －

93.041.091.073.004.09EE031S60P-02IS A 1 A 2 b Ⅵ P

－Ⅶb1C－C13.002.032.0)83.0()45.0(30P-02IS9FE～8FE341S70P-02IS

02.011.051.025.096.09FE231S80P-02IS A 2 A 2 e Ⅵ P

深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物平面形 底面形

遺構番号
調査時
番号

検出グリッ
ド

)m(模規端下)m(模規端上係関複重

表 17 竪穴建物内柱穴等一覧表（４） 

  



12　第３章　調査の成果

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
断面
形

埋土

SI20-P09 S137 EE8～EE9 SI20-P01 SI20-P23,SI20-P24 1.33 0.42 1.20 0.36 0.06 C 2 C 2 b I H

21.002.061.012.054.09EE331S01P-02IS A 2 A 1 a Ⅶ －

61.011.061.062.044.052P-02IS9EE431S11P-02IS C 2 C 2 b I －

41.091.083.023.024.052P-02IS9EE821S21P-02IS C 2 C 2 e Ⅴ －

62.091.082.092.034.08EE931S31P-02IS A 2 A 2 b I P

50.002.033.093.014.052P-02IS9EE321S41P-02IS A 1 A 2 b I －

11.044.025.075.026.071P-02IS,61P-02IS9EE421S51P-02IS C 1 C 1 a I －

44.021.051.004.074.051P-02IS9EE581S61P-02IS A 1 A 2 e Ⅴ －

21.031.072.013.063.051P-02IS9EE361S71P-02IS A 1 A 2 a Ⅲ H

40.061.063.053.004.08FE041S81P-02IS A 1 A 2 a I －

31.021.021.002.044.09FE～9EE771S91P-02IS A 2 A 1 b Ⅲ －

40.064.005.005.016.09EE131S02P-02IS A 2 A 1 a I －

90.080.071.091.012.09FE～9EE721S12P-02IS B 1 B 2 b Ⅲ －

03.041.091.052.083.09FE～9EE521S22P-02IS A 2 A 2 b I －

SI20-P23 S499 EE8～EE9 SI20-P01,SI20-P09 SI20-P24 0.56 (0.36) 0.14 (0.16) 0.34 A － A － e Ⅵ P

SI20-P24 S500 EE9
SI20-P02,P09,P23,
SI20-カマド

SI20-P25 1.53 0.98 1.40 0.79 0.05 C 2 C 2 a I H

SI20-P25 S494 EE9
SI20-
P02,P11,P12,P14,P24

1.64 0.96 1.45 0.81 0.07 C 2 C 2 a I －

50.052.003.003.004.011P-12IS01EE701S10P-12IS A 2 A 2 b I －

02.003.003.053.053.001EE911S20P-12IS A 1 A 1 b Ⅱ －

50.023.053.004.054.001FE～01EE901S30P-12IS A 1 A 1 b I －

14.032.005.074.025.001EE511S40P-12IS A 1 A 2 b Ⅲ P

01.053.084.024.025.001EE801S50P-12IS A 2 A 2 b I P

20.002.052.003.053.001EE211S60P-12IS A 1 A 2 b Ⅲ －

01.062.032.052.003.041P-12IS01EE011S70P-12IS A 2 A 1 b I －

52.051.051.002.002.001EE311S80P-12IS A 1 A 1 b Ⅲ －

51.012.052.003.004.001EE711S90P-12IS A 2 A 1 b Ⅲ －

23.001.051.052.003.001EE611S01P-12IS A 2 A 2 b Ⅱ H

40.061.002.072.023.010P-12IS01EE384S11P-12IS A 1 A 2 b I －

40.002.002.092.094.001EE484S21P-12IS B 2 C 1 a I H

20.042.022.093.004.001EE874S31P-12IS A 1 A 1 a I －

01.033.062.044.035.070P-12IS01EE394S41P-12IS C 2 C 1 a I －

HIdD－D34.0)51.0(-)40.0()05.0(01EE974S51P-12IS

52.013.053.054.045.011FE044S10P-22IS A 2 A 1 b Ⅵ H

53.060.002.034.035.070P-22IS,50P-22IS11FE414S20P-22IS A 2 A 2 b Ⅵ －

13.022.072.093.004.011FE453S30P-22IS A 1 A 2 b Ⅵ －

01.051.052.003.053.011FE714S40P-22IS A 1 A 2 a I －

SI22-P05 S419 EF11 SI22-P04 SI22-P07 0.68 (0.58) 0.53 0.47 0.07 A － A 1 a I －

01.052.003.053.053.070P-22IS11FE024S60P-22IS A 1 A 2 b I －

D－D41.0)82.0()03.0()53.0()53.0(60P,50P,20P-22IS11FE814S70P-22IS － g Ⅱ －

01.052.052.003.053.011FE514S80P-22IS A 1 A 1 a I －

01.003.053.054.054.011P,01P-22IS11FE553S90P-22IS A 1 A 1 b I －

K,P,HⅡb1A－A62.072.023.005.0)55.0(90P-22IS11FE653S01P-22IS

01.024.005.054.055.090P-22IS11FE753S11P-22IS A 2 A 1 g I －

31.081.053.004.025.011FE614S21P-22IS A 2 A 2 a Ⅱ －

04.061.012.072.013.021EE845S10P-32IS A 1 A 2 b Ⅵ －

33.021.032.082.053.021EE615S20P-32IS A 2 A 2 b I －

24.021.051.024.025.021FE115S30P-32IS A 2 A 2 e I －

SI23-P04 S551 EE12 SK169,SK170 SK171 0.50 (0.42) 0.34 0.20 0.48 A － A 2 b Ⅵ －

70.061.071.062.082.021EE415S50P-32IS A 1 A 1 a Ⅳ －

50.031.051.022.062.020P-42IS21EE715S60P-32IS A 1 A 1 a I －

21.063.093.035.096.030P-42IS21FE015S70P-32IS A 2 A 1 a Ⅳ －

41.002.052.013.083.0171KS21FE915S80P-32IS A 2 A 2 b I －

21.002.042.013.073.031PS21EE065S90P-32IS A 1 A 2 b Ⅲ －

01.003.067.085.068.0961KS31FE～21FE875S01P-32IS A 2 C 2 a I －

74.052.062.005.065.0321S21EE315S10P-42IS A 1 A 1 b Ⅱ －

82.062.003.004.064.060P-32IS,32IS21EE585S20P-42IS A 1 A 1 b Ⅵ －

07.042.082.084.025.0271KS,70P-32IS21FE675S30P-42IS A 1 A 1 b Ⅵ －

SI24-P04 S552 EF12 SI23,SK170 SK171 0.37 0.34 0.24 0.21 0.24 A 1 A 1 b I －

01.001.051.003.043.021EE475S50P-42IS A 1 A 2 a I －

90.003.094.024.075.021FE575S60P-42IS A 2 A 2 a I －

07.005.074.012.172.18GE603C10P-52IS B 1 A 1 b Ⅱ H,P,K

58.047.047.080.171.19GE663C20P-52IS A 1 A 1 e Ⅲ P

－Ⅵb1D－D46.045.055.057.0)19.1(72IS9HE～8HE573C30P-52IS

08.006.058.050.161.142P-40BS01HE～9HE393C40P-52IS A 1 A 2 e Ⅵ H

－Ig－D－D70.0)32.0(94.0)53.0(77.062IS9HE363C50P-52IS

02.006.056.057.038.0322KS01HE～9HE963C60P-52IS A 1 A 1 b Ⅱ －

51.081.002.052.003.00HE463C70P-52IS A 2 A 1 b Ⅶ －

54.041.081.092.053.09HE782C10P-62IS A 2 A 2 b Ⅵ －

－－－1－1－20.011.080.042.052.070P-40BS9GE772C20P-62IS

84.091.002.043.093.022P-40BS9HE982C30P-62IS A 1 A 1 b I －

34.052.091.063.034.0322KS9HE482C40P-62IS A 1 A 1 b Ⅵ －

50.071.071.052.033.09HE～8HE882C50P-62IS A 2 A 1 a I －

SI26-P06 C278 EG9 SB04-P07 SI26-P15 0.65 0.48 0.56 0.38 0.08 A 2 A 2 e I －

50.061.053.042.034.070P-40BS9GE972C70P-62IS C 2 C 2 a I －

90.032.082.054.094.021P-40BS9HE682C80P-62IS A 1 A 2 a I －

深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物平面形 底面形

遺構番号
調査時
番号

検出グリッ
ド

)m(模規端下)m(模規端上係関複重

表 18 竪穴建物内柱穴等一覧表（５） 



遺構一覧表　13

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
断面
形

埋土

31.013.035.044.056.001P-62IS9HE082C90P-62IS A 2 A 2 a I H

HIa－A－A60.0)90.0(21.0)22.0(13.090P-62IS9HE182C01P-62IS

42.091.051.053.064.09HE～9GE282C11P-62IS C 2 C 1 e I －

90.012.052.063.083.09HE382C21P-62IS A 1 A 1 a I －

11.071.011.082.003.09HE582C31P-62IS A 1 A 1 a I －

50.080.041.032.052.09HE843C41P-62IS A 1 A 2 a I －

01.051.081.062.003.060P-62IS9GE743C51P-62IS A 1 A 2 c I －

SI26-P16 C350 EG9 SI34-P07 SI04 0.40 0.34 0.23 0.25 0.31 A 1 A 1 b Ⅵ －

50.080.041.032.052.01溝際壁-62IS9HE943C71P-62IS A 1 A 2 a I －

40.083.025.074.095.03P-52IS8IE～8HE804C10P-72IS C 2 C 2 a I －

21.024.034.046.066.09IE904C20P-72IS C 1 C 1 a I －

05.001.001.081.022.021EE755S10P-82IS A 2 A 1 b I －

72.011.031.032.052.021EE655S20P-82IS A 1 A 1 b I －

70.034.026.055.096.021EE135S30P-82IS A 2 A 2 a I －

11.050.050.042.053.08PB715C10P-92IS A 2 A 1 e Ⅶ －

50.022.022.033.043.08PB815C20P-92IS A 1 A 1 a Ⅱ －

40.072.004.073.044.08PB915C30P-92IS A 2 A 2 a Ⅱ －

50.022.022.083.093.08PB325C40P-92IS A 1 A 1 a I －

02.002.003.003.004.09PB821B10P-03IS A 2 A 2 e Ⅱ －

02.042.083.052.044.09PB131B20P-03IS A 2 A 2 e Ⅱ P

61.081.004.062.004.09PB921B30P-03IS A 2 A 2 e Ⅱ －

20.002.062.0)63.0()04.0(9PB231B40P-03IS D 2 D 2 a I －

91.012.071.043.093.05JB065C10P-13IS C 1 A 2 a I －

42.051.091.042.052.06JB275C20P-13IS A 1 A 2 d I J

31.051.061.032.082.05JB775C30P-13IS D 2 D 1 a I －

33.051.071.082.063.060P‐13IS6KB975C40P-13IS A 2 A 2 e Ⅵ J

17.054.066.016.017.06KB675C50P-13IS A 2 A 2 e Ⅵ J

60.061.061.003.013.040P‐13IS6KB375C60P-13IS A 1 A 1 a I －

71.061.081.062.072.06KE560C10P-33IS A 1 A 1 b Ⅰ －

60.070.090.081.012.06KE360C20P-33IS A 2 A 2 a Ⅰ －

61.011.011.091.012.06KE660C30P-33IS A 1 A 1 b j －

71.071.052.003.093.0226KS6LE120C40P-33IS C 2 C 2 a Ⅰ －

90.041.041.0)72.0(63.0606KS5LE875S50P-33IS A 2 A 1 a Ⅶ －

04.0)71.0(22.0)32.0(35.0716KS6LE460C10P-43IS C 2 C 2 b j －

21.050.011.081.012.06KE340C10P-53IS A 2 C 2 c Ⅰ －

11.011.011.032.052.06KE140C20P-53IS A 1 A 1 b Ⅰ P

14.022.003.024.084.053IS,185KS6KE240C10P-63IS A 1 A 2 b j －

61.013.004.094.017.0溝際壁-53IS6KE481C20P-63IS A 2 A 2 a Ⅲ －

63.071.091.023.043.06KE170C30P-63IS A 1 A 1 b j －

01.021.021.083.074.06LE～6KE400C40P-63IS A 2 A 1 b Ⅰ －

41.051.032.023.063.0875KS6LE～6KE070C50P-63IS A 1 A 2 c Ⅰ －

02.031.041.032.052.0溝際壁-43IS6KE270C60P-63IS A 1 A 1 b Ⅰ －

71.021.002.093.004.05ME005S10P-73IS A 1 A 2 c Ⅱ －

62.052.062.035.085.060P-73IS5ME305S20P-73IS A 1 A 1 c Ⅳ －

31.051.042.083.054.05ME834S30P-73IS A 2 A 2 c Ⅰ J

22.081.012.064.064.05ME144S40P-73IS A 1 A 2 b Ⅰ P

22.072.004.024.094.05ME125S50P-73IS C 2 C 2 a Ⅵ S

41.034.0)85.0(36.0)97.0(20P-73IS5ME205S60P-73IS A 2 A 2 a Ⅰ －

63.052.003.003.044.05ME105S70P-73IS A 2 A 2 b Ⅳ P

84.052.062.004.015.05ME044S80P-73IS A 2 A 1 b Ⅳ －

71.061.052.052.053.0966KS,ドマカ-73IS5ME～5LE165S90P-73IS C 2 C 2 b Ⅶ J

44.041.051.053.073.0966KS5ME～5LE345S01P-73IS A 1 A 1 b Ⅵ J

41.062.072.093.045.021P-73IS5ME735S11P-73IS A 2 A 1 a Ⅶ －

02.063.074.0)25.0(86.011P-73IS5ME835S21P-73IS C 2 C 2 b Ⅶ －

60.013.034.014.005.05ME054S31P-73IS A 2 A 2 b Ⅰ －

53.031.052.025.036.05ME154S41P-73IS A 2 C 2 b e J,H,P

50.001.051.005.006.05ME254S51P-73IS C 2 A 2 b Ⅰ －

01.023.023.054.084.05ME934S61P-73IS A 1 A 1 a Ⅱ －

92.092.003.055.065.05ME294S71P-73IS A 1 C 1 c Ⅲ －

83.084.075.007.087.070P-83IS2OE304S10P-83IS A 1 A 2 b Ⅳ S

23.025.057.086.079.03OE104S20P-83IS A 2 A 2 e Ⅲ R

71.082.043.005.055.0037KS3OE604S30P-83IS A 1 A 2 b Ⅶ －

92.002.003.053.065.011P-83IS3OE303S40P-83IS A 2 A 2 c Ⅰ －

23.021.051.062.082.0947KS,037KS3OE904S50P-83IS B 1 A 2 c Ⅰ －

52.081.002.033.005.0037KS3OE804S60P-83IS C 2 A 1 c e －

SI38-P07 S548 EO2 SK723 SI38-P01 0.26 (0.23) 0.14 0.10 0.27 A 1 A 2 c Ⅵ －

64.053.045.087.078.090P-83IS3OE092S80P-83IS A 1 A 2 a Ⅳ J,P

SI38-P09 S291 EO3 SI38-P08 SI38-P10 0.59 0.33 0.39 0.24 0.08 A 2 A 2 a Ⅰ J,T,R

82.081.022.072.092.090P-83IS3OE025S01P-83IS A 1 A 2 b Ⅶ J,S

11.082.092.0)83.0(65.040P-83IS3OE203S11P-83IS A 2 B 1 a Ⅰ －

90.002.082.073.034.05NE～4NE175S10P-93IS C 2 C 2 a Ⅶ －

深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物平面形 底面形

遺構番号
調査時
番号

検出グ
リッド

)m(模規端下)m(模規端上係関複重

表 19 竪穴建物内柱穴等一覧表（６） 



14　第３章　調査の成果

長軸短長軸長旧新

SI01-カマド C434 BS1 SI01-P05 0.75 0.55 H,P 130 26

SI02-カマド C273 AS20 0.86 0.53 H,P 132 26

SI03-カマド C313 EA3 1.02 0.64 H,P 134 26

62631－26.076.05BE～4BE153Cドマカ-40IS

SI05-カマド C400 EB3 SI05-P04 1.00 0.86 － 138 －

SI06-カマド C394 EC3 SZ02 1.05 0.80 H 140 27

SI07-カマド C441 EC3～EC4 SZ02 1.25 0.84 H,P 142 27

SI08-カマド C460 EC4 SZ02 0.92 (0.66) H,P 144 28

82741P,H25.096.05DE～4DE703Cドマカ-90IS

SI10-カマド S101 BT8 0.36 0.28 － 148 －

SI11-カマド S195 EA8 0.80 0.40 H,P 151 28

SI12-カマド S226 EB7 1.04 0.50 H 153 28・29

03・92951P,H08.045.16DE～6CE503Sドマカ-41IS

SI15-カマド S341 EC8 SI13, SI15-P06 1.27 1.10 H,P,S 162 31

SI16-カマド S246 EC9 SB02・03整地層 1.50 0.86 H,P 165 32

SI17-カマド S205 EC11 SI17-P17, SI17-P19, SI18-P02 0.12 1.08 P,K 169 32

SI18-カマド S144 EC12 82P-81IS ,62P-81IS71IS 1.11 0.84 H,P 172 33

SI19-カマド S270 EE7 SI19-P04 SI19-P06 ,SI19-P07, SI19-P08 2.06 1.20 H,P 176 33

SI20-カマド S135 EE9 SI20-P24 1.43 0.73 H,I 180 33

SI21-カマド S122 EE10 1.06 0.56 H 183 33・34

SI23-カマド S547 EE12 SI28 1.30 0.47 H,P 188 34

SI25-カマド C367 EG9 SB04-P01 1.16 1.08 H,P,K 193 35

SI26-カマド C290 EH9 SZ10, SI25, SI26-壁際溝1 1.20 0.98 H,P,K 197 35

SI29-カマド C515 BP8 1.38 0.86 － 205 36

SI31-炉 C575 BK6 (1.00) 1.00 － 106 22

83902－)33.0()53.0(53IS,43IS溝際壁-43IS,50P-90BS6KE221Cドマカ-43IS

93412－－－90P-73IS,966KS,73IS5ME944Sドマカ-73IS

SI38-炉 S485 EO3 (0.90) (0.83) － 109 23

14712－16.058.093IS4NE354Sドマカ-93IS

遺構番号
図版
番号

挿図
番号

出土
遺物

検出規模(m)遺構の重複検出
グリッド

調査時番号

旧新
長軸長

（桁行）
短軸長

（梁行）

24・14912・812W°88N53.100.330IS3AE～2AE－10BS

34・24122・022E°38N56.149.4121KS01CE～9CE－20BS

44・34322・222E°58N09.203.470DS,221KS01CE～9CE－30BS

SB04 C001 EF8～EI10 SK224 SZ10,SZ11,SI125,SI126,SI27 10.50 7.30 N 88° E 224～230 45・46

－732E°38N80.264.132ID～91FD－50BS

SB06 － EH1～EI2 SK485,SK506, －832W°21N64.268.1505KS

74932W°68N24.129.4635KS2KE～1JE－70BS

SB08 － EO3～EP3 SP61 SK730,SK738,SK787,SK795 5.18 3.26 N 1° W 240 46・47

SB09 － EK5～EM6 SK585,SK618,

SI3,SI34,SI34-壁際溝,
SI35,SP34,SP72,SK575,SK578,SK580,
SK606,SK614,SK616,SK617,SK630,
SK631,SK636,SK640,SK815,SK817

7.36 6.78 N 65° E 241・242 47

図版
番号

挿図
番号

遺構番号
調査時
番号

規模（m）
検出

グリッド

重複関係

長軸方位

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長 平面形 底面形 断面形 埋土

－ⅠbAA31.082.071.073.064.02AE604C10P-10BS

PⅠaAA80.051.081.073.024.02AE404C20P-10BS

－ⅠbAA52.033.092.024.065.03AE304C30P-10BS

－ⅠbAA31.032.022.024.034.03AE714C40P-10BS

－ⅠgAA71.0)92.0(91.0)64.0(35.030IS2AE414C50P-10BS

－ⅠbAA64.040.002.052.083.001CE262S10P-20BS

－ⅥbAA83.002.061.043.074.001CE～9CE451S20P-20BS

－ⅠbAA74.051.071.093.024.09CE651S30P-20BS

－ⅠaAA30.012.092.063.014.001CE～9CE062S40P-20BS

－ⅠbAA92.062.032.083.014.0121KS9CE952S50P-20BS

PⅥeAA25.002.091.046.086.001CE941S10P-30BS

PⅥeAA73.062.022.086.027.001CE051S20P-30BS

－ⅥbAA82.091.023.094.006.001CE～9CE151S30P-30BS

PⅥbAA32.081.031.085.087.0221KS9CE251S40P-30BS

－ⅥeAA24.061.071.008.058.001CE971S50P-30BS

－ⅦbAA62.035.074.009.097.070DS01CE842S60P-30BS

－ⅥeAA95.091.022.007.008.070DS01CE603S70P-30BS

－ⅢbAA92.022.072.092.073.0940S940S10P-50BS

－ⅢaAA64.061.081.003.023.0620S620S20P-50BS

－ⅣaAA23.032.052.033.053.0720S720S30P-50BS

CⅠbAA33.052.013.013.004.0920S920S40P-50BS

深さ
(m)

遺構属性分類 出土
遺物

遺構番号
調査時
遺構番号

検出グリッ
ド

遺構の重複 上端規模(m) 下端規模(m)

表 20 竪穴建物内炉・カマド一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 21 掘立柱建物・礎石建物一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 22 掘立柱建物柱穴一覧表（１） 

 

  



遺構一覧表　15

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長 平面形 底面形 断面形 埋土

－ⅥAAA24.081.081.013.033.0505KS605KS,584KS605S605S10P-60BS

－イAAA72.001.031.052.053.0570S570S20P-60BS

－－－－－50.051.051.003.083.023DS015S015S30P-60BS

K,HⅠdCA22.080.002.053.073.0115KS084S084S40P-60BS

FⅦcAA62.051.071.053.053.0635KS365S365S10P-70BS

－ⅠaAA31.011.041.022.052.0001S001S20P-70BS

－ⅠaAA41.061.061.012.022.0101S101S30P-70BS

－ⅠaAA21.060.081.042.052.0201S201S40P-70BS

－ⅠaAA41.041.081.092.003.0990S990S50P-70BS

－ⅥcAA42.061.081.043.043.0265S265S60P-70BS

PⅠaAA22.031.002.092.013.0401S401S70P-70BS

－ⅠaAA31.031.051.012.042.0301S301S80P-70BS

－ⅡcAA33.081.081.003.073.0504S504S10P-80BS

－ⅢaAA81.053.063.084.006.0037KS603S603S20P-80BS

－Ⅱ－AA02.051.061.052.072.0223S223S30P-80BS

－Ⅲc－A64.022.063.043.015.0597KS,037KS214S214S40P-80BS

－ⅡeAA33.032.052.064.085.0787KS663S663S50P-80BS

I,KⅠcCC52.022.062.0)23.0(84.0073S073S60P-80BS

－ⅦaAA23.071.032.0)03.0(14.0837KS16PS333S333S70P-80BS

K,P,H,YEaAA53.036.007.069.060.1681S681S10P-90BS

SB09-P02 S147 S147 SK575,SK605,SK606,SK614,SK636 0.89 0.86 0.56 0.48 0.48 A A c Ⅵ J,P,R

SB09-P03 C015 C015 SK618 SP34,SK578,SK630 1.07 0.87 0.89 0.54 0.52 B A d m J,H,S,K

SB09-P04 C046 C046 SK585 SI3,SI34,SI35,SK580,SK817 1.03 0.71 0.73 0.56 0.49 B B b j J,H

SB09-P05 C044 C044 SI34,SI35,SK815,SP72 1.18 1.03 0.96 0.69 0.43 B B d m J,H,S,K

P,JⅥaAA23.003.025.0)25.0(87.0291S291S60P-90BS

K,JⅥaAA92.0)45.0(79.088.021.1376KS691S691S70P-90BS

－明不d－－02.0)03.0(46.0)83.0(59.0376KS540C540C70P-90BS

S,HjeAA63.041.012.076.077.0136KS,616KS300C300C80P-90BS

JⅠaBB41.082.025.056.069.0716KS930C930C90P-90BS

SB09-P10 C038 C038 SI34,SK617,SK640 0.89 0.74 0.58 0.30 0.26 B B Ⅳ Ⅰ －

－ⅥcAA62.023.084.058.078.0891S891S11P-90BS

－Ⅲa－－22.012.093.003.050.104DS981C981C21P-90BS

－ⅠcAA90.062.082.073.093.0430C430C31P-90BS

－ⅠdAA21.067.012.169.045.1530C530C41P-90BS

JⅦaCB71.041.083.066.037.0506S506S51P-90BS

遺構属性分類遺構の重複検出
グリッド

調査時
遺構番号

遺構番号
出土
遺物

深さ
(m)

下端規模(m)上端規模(m)

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
長軸
長

短軸
長

厚さ
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

SB04-P01 C198 EG9 SI25 0.86 0.50 0.64 0.49 0.20 0.62 0.36 0.24 C C b Ⅰ H,P

SB04-P02 C199 EG9 SI25 1.13 0.95 0.94 0.80 0.28 0.44 0.35 0.16 C C b Ⅰ H,P,D,S

SB04-P03 C200 EG9～EG10 SI25 0.75 0.75 0.65 0.54 0.24 0.69 0.40 0.22 A A b Ⅰ H,P,K,D

SB04-P04 C201 EG10 SZ10 0.67 0.61 0.51 0.39 0.14 0.42 0.32 0.20 A A b Ⅰ －

SB04-P05 C055 EG10 SZ10 0.65 0.54 0.52 0.14 0.22 － － － A C b Ⅲ D

SB04-P06 C167 EG8 SI25 0.68 (0.65) 0.54 (0.60) 0.07 － － － D D a Ⅰ P

SB04-P07 C202 EG9 SI26 0.75 0.75 0.58 0.58 0.19 0.58 0.52 0.28 A A b Ⅰ H,P

SB04-P08 C203 EG9 SI25, SI26 0.75 0.59 0.62 0.54 0.21 0.62 0.40 0.20 B B b Ⅰ H,P

SB04-P09 C204 EG10 SK224 SZ10 1.08 0.90 0.64 0.32 0.29 0.44 0.42 0.35 A C a Ⅰ P

SB04-P10 C057 EG10 SZ10 0.73 0.51 0.51 0.44 0.32 － － － A A b Ⅲ H

SB04-P11 C168 EH8 SI25, SI26 0.97 0.75 0.76 0.53 0.28 － － － A C e Ⅴ H,P

SB04-P12 C153 EH9 SI26 0.68 0.53 0.58 0.40 0.28 － － － A A b Ⅲ P

SB04-P13 C154 EH9 SZ11, SI25 0.70 0.51 0.39 0.29 0.30 － － － A A b Ⅲ H,P,K

SB04-P14 C156 EH10 SZ11, SI25 0.93 0.81 0.83 0.74 0.19 0.60 0.48 0.22 A A b Ⅰ －

SB04-P15 C058 EH10 SZ11 0.62 0.47 0.54 0.43 0.23 － － － A A b Ⅲ H,P

SB04-P16 C174 EH8～EH9 SI25, SI27 0.81 (0.40) 0.38 (0.25) 0.18 － － － B B a Ⅰ －

SB04-P17 C208 EH9 SZ10, SI25 0.97 0.85 0.74 0.77 0.29 0.65 0.54 0.30 A A b Ⅰ P

SB04-P18 C172 EH9 SI25 0.65 0.65 0.59 0.59 0.25 － － － A A b Ⅲ P

SB04-P19 C171 EH10 SI25 0.90 0.72 0.47 0.50 0.22 － － － C C b Ⅲ －

SB04-P20 C209 EH10 SI25 (0.90) 0.88 (0.72) 0.64 0.23 0.58 0.40 0.34 C C b Ⅰ －

SB04-P21 C158 EG10 SI25 0.18 0.18 0.08 0.08 0.10 － － － A A a Ⅰ －

SB04-P22 C205 EH9 SI26 0.42 0.32 0.28 0.26 0.11 0.22 0.18 0.10 A A b Ⅰ －

SB04-P23 C206 EH9 SI25 0.32 0.25 0.21 0.16 0.06 0.22 0.20 0.08 A A b Ⅰ H,F

SB04-P24 C207 EH9～EH10 SI25 0.39 0.34 0.27 0.24 0.10 0.30 0.20 0.08 A A b Ⅰ －

SB04-P25 C155 EH10 SI25 0.32 0.24 0.24 0.14 0.14 － － － A A b Ⅰ H

重複関係
検出グ
リッド

調査時番号遺構番号 出土遺物
深さ
(m)

礎石 遺構属性分類下端規模(m)上端規模(m)

表 23 掘立柱建物柱穴一覧表（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 24 礎石建物柱穴一覧表 

 

 



16　第３章　調査の成果

旧新

－442W°27N81.7574KS784KS ,674KS1HE～91GD－10AS

－542W°88N61.3632KS6JE～4IE－20AS

－642W°78N82.2986KS6JE～5JE－30AS

－－－－－－－－－番欠40AS

－－－－－－－－－番欠50AS

－742W°88N63.3708KS ,307KS986KS6ME～6KE ,3NE～2NE－60AS

図版
番号

規模（m）遺構番号 調査時番号 検出グリッド
重複関係

長軸方位
挿図
番号

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長 平面形 底面形 断面形 埋土

－ⅥaCC92.072.044.034.036.0574KS91GD405S10P-10AS

ⅥcCC33.011.061.082.003.0674KS02GD425S20P-10AS
C,D,F,H,I,K,L,
P,S,T

K,P,H,YⅣcAA73.090.081.003.073.002HD160S30P-10AS

－ⅥDAA14.090.011.092.004.0784KS1HE864S40P-10AS

－jⅥBB24.012.042.007.080.15JE～5IE443C10P-20AS

－ⅠeAA24.041.071.075.095.05JE633C20P-20AS

－ⅠeAA53.062.013.015.085.06JE～5JE533C30P-20AS

I,KⅡeAA63.041.041.054.064.0632KS6JE543C40P-20AS

－ⅠeAA14.071.012.045.088.05JE343C10P-30AS

－ⅠdAB52.051.051.053.073.05JE163C20P-30AS

－ⅠdAA42.002.012.033.073.06JE623C30P-30AS

JⅠaAA34.023.034.016.057.0986KS2NE532S10P-60AS

S,R,P,HEcAA94.092.073.025.007.0307KS3NE542S20P-60AS

－EaAA94.012.003.004.064.0708KS3NE842S30P-60AS

検出
グリッド

調査時
番号

遺構番号 出土遺物深さ(m)
下端規模(m) 類分性属構遺)m(模規端上遺構の重複

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長 厚さ

SL01 S360 EC7～ED7 SI15, SK109 0.96 0.92 0.41 0.62 0.22 1.03 0.93 0.08 H,P 155 －

42111C,S,H,J30.042.085.091.015.006.166.037.14ME055S20LS

42211R,J20.091.086.012.043.039.005.074.15NE272S30LS

－－－－－－01.003.023.023.004.0037KS3PE～2OE335S40LS

遺構番号
挿図
番号

出土遺物深さ(m)
下端規模(m)上端規模(m)遺構の重複 図版

番号

被熱範囲（m）検出グリッ
ド

調査時番
号

長軸短長軸長旧新

SU01 S307 ED13～EE13 SZ09, SK143, SK144, SK145 1.30 0.88 H,F,P,K,I 248 －

長軸短長軸長旧新

－052－90.115.102IS9EE～8EE680S10SS

SS02 S539 EG6 SK184 SK195 0.76 0.55 － 250 －

図版
番号

挿図
番号

出土遺物

出土遺物
挿図
番号

図版
番号

遺物散布範囲（m）
調査時番号遺構番号 検出グリッド

重複関係

遺構番号 調査時番号 検出グリッド
）m（囲範布散物遺係関複重

表 25 柵一覧表 

 

 

 

 

 

表 26 柵柱穴一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 27 焼土・炉跡一覧表 

 

 

 

 

 表 28 遺物集積一覧表 

 

 

表 29 集石遺構一覧表 

 



遺構一覧表　17

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長

－－H14.005.004.017.027.02BE780C10PS

SP02 S075 EA6 SZ01 0.56 0.50 0.37 0.35 0.40 － － －

－－－55.052.023.005.006.021TB732S30PS

－－－24.023.004.005.046.021TB850S40PS

SP05 S476 ED6 SI14 0.40 0.36 0.26 0.30 0.29 － － －

－－－03.071.081.043.004.07DE～6DE924S60PS

－－－82.031.051.013.024.011EE～01EE804S70PS

SP08 S229 EE11 SK163 0.70 0.70 0.45 0.45 0.65 － － －

SP09 S346 EE12 SZ09, SK149 0.85 0.60 0.20 0.15 0.40 － － －

－－－04.002.002.053.004.021EE843S01PS

SP11 S365 EE12 SI24 0.38 0.35 0.22 0.20 0.20 － － －

SP12 S534 EE12 SI24 0.45 0.42 0.15 0.14 0.52 － － －

SP13 S367 EE12 SI23 0.48 0.45 0.38 0.30 0.55 － － －

SP14 S535 EE12 SI23 0.47 0.46 0.27 0.26 0.55 － － －

SP15 S527 EE13 SZ09 0.90 0.73 0.60 0.55 0.38 － － －

－－－63.051.022.083.054.011FE984S61PS

－－－54.061.034.092.054.021IB940A71PS

－－－92.011.083.031.093.031KB730A81PS

－－－43.041.075.002.085.031KB830A91PS

－－－24.022.072.032.082.031KB930A02PS

SP21 B054 BR16 SZ49 0.33 0.18 0.29 0.10 0.67 － － －

－－－74.082.072.026.057.07SB425C22PS

－－－63.021.051.002.052.05MB135C32PS

－－－61.080.062.011.062.011SB121B42PS

－－－62.071.091.042.052.002GD820S52PS

－－－93.081.081.053.014.05IE833C62PS

－－－82.071.002.003.023.05JE733C72PS

－－K,P41.031.051.091.062.06JE723C82PS

－152－12.021.021.083.083.06JE～5JE433C92PS

－152－－12.022.033.063.01KE231S03PS

－－R62.051.002.023.023.0175KS1LE～1KE484S13PS

－－－94.022.042.035.055.03LE～3KE685S23PS

－－－02.011.051.002.042.05LE～5KE341S33PS

SP34 C013 EK6 SB09-P03 SI36 0.56 0.30 0.14 0.11 0.23 － － －

－－－05.061.091.093.044.002LD593S53PS

－－－16.033.053.086.057.02LE261S63PS

－－－43.021.041.092.023.0985KS2LE～1LE615S73PS

－－R,K13.061.081.033.043.03LE494S83PS

－－S,K,H66.093.054.026.036.0106KS,995KS4LE871S93PS

－152P,H94.032.052.063.014.05LE581S04PS

－－－62.012.012.083.093.043IS6LE012C14PS

－－－－)42.0(33.0)03.0(07.06LE191C24PS

－－－73.061.012.033.043.03ME402S34PS

－－－24.042.083.0)83.0(65.0256KS3ME955S44PS

－－－33.080.061.072.063.023DS02ID805S54PS

－－K93.022.052.023.023.02NE342S64PS

－－－21.091.002.033.053.02NE893S74PS

－－－94.002.032.074.007.0886KS2NE832S84PS

－－－62.031.031.072.003.02NE442S94PS

－－－42.051.051.042.042.03NE352S05PS

SP51 欠番 － － － － － － － － － － －

－－－23.031.031.062.043.04NE762S25PS

－－－42.011.002.072.033.02OE782S35PS

－152－23.021.002.013.013.02OE982S45PS

－152S,J94.021.081.033.073.0227KS2OE903S55PS

－－－81.080.051.081.002.02OE824S65PS

－－－13.070.041.071.032.02OE924S75PS

－－－82.031.081.052.092.02PE～2OE213S85PS

－－－22.031.051.022.082.03OE103S95PS

SP60 S446 EO3 SK745 SK725,SK726 0.55 (0.37) 0.16 0.13 0.37 － 251 －

－－T,P04.071.002.073.034.070P-80BS3PE～3OE133S16PS

－－－22.011.041.032.003.080TS3PE～3OE873S26PS

－－－74.021.051.002.052.0157KS4OE633S36PS

－－－71.090.001.071.012.02PE853S46PS

－－－92.001.031.093.054.02PE653S56PS

－152－63.061.002.082.053.02PE373S66PS

－－－12.080.021.022.083.02PE234S76PS

－－－72.021.071.032.082.080TS3PE083S86PS

－－－82.021.051.032.013.03PE683S96PS

－－R,S,H,J34.054.074.016.086.0608KS,73IS5ME734S07PS

－－K,P,H44.031.071.033.024.0118KS02HD～91HD554S17PS

SP72 C124 EK6 SB09-P05 SI34,SP73 0.46 0.41 0.24 0.23 0.38 H,P － －

SP73 C160 EK6 SI34,SP72 SK814 0.73 0.48 0.43 0.19 0.52 － － －

深さ(m)
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

遺構番号 調査時番号 検出グリッド
重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)

 

表 30 単独柱穴一覧表 
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長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
断面
形

埋土

－－－Ⅰa70.081.030.173.071.12AE970C10DS

SD02 C418 EA2 SI03 (1.76) 0.38 (0.63) 0.36 0.04 a Ⅰ － － －

SD03 C110 EE4～EF5 SZ02, SK056, SK057 (6.41) 2.48 (5.92) 1.44 1.56 g Ⅶ P,S － －

SD04 C381 EE4～EF5 SK063 (4.43) 2.00 (4.15) 1.51 0.31 e Ⅶ H,P 252 －

－－－Ⅱb51.004.002.126.006.131TB～21TB832S50DS

SD06 S487 EC8～BC7 SK114 3.40 0.56 3.25 0.39 0.16 a Ⅲ H,P － －

SD07 S147 EC10～ED10
SB03-P06,
SB03-P07, SK130 (3.14) 1.29 (3.09) 1.08 0.28 g Ⅲ P － －

SD08 S533 EE6 SK183 (3.12) 1.14 (3.00) 0.08 0.34 a Ⅶ － － －

SD09 S507 EE7～EE8 SK180 SD10, SK181 (4.05) (1.02) (3.74) (0.71) 0.24 g Ⅳ － － －

SD10 S092 EE7～EF8 SD09, SK180 (3.35) (0.94) (2.98) (0.69) 0.34 g Ⅰ H,P 253 －

SD11 S445 EF10～EF11 SI22 2.20 0.71 2.00 0.48 0.10 a Ⅰ P － －

SD12 C219 EF7～EH8
SI25, SB04-基壇 SD13, SD14,
SK209, SK210, SK211, SK212 8.94 3.18 7.74 1.94 0.44 b Ⅲ H,F,P,K 254 －

SD13 C223 EG7～EH7 SD12,  SK214, SK278 (1.86) 0.20 (1.70) 0.15 0.09 a Ⅰ F,P － －

SD14 C226 EH7 SD12, SK215 3.70 1.12 3.05 0.92 0.28 a Ⅲ P,S － －

－－－Ⅰa10.041.076.102.078.17IE051C51DS

－－－Ⅰb60.041.050.442.053.48IE～7IE231C61DS

－－－Ⅰa20.041.008.081.049.07JE541C71DS

SD18 A046 BJ10 SZ44‐主体部, SK305, SK306 2.52 0.33 2.38 0.20 0.17 b Ⅰ － － －

SD19 B039 BM19～BN19 SZ21‐周溝 SZ20‐周溝 (5.27) 1.54 (4.92) 1.21 0.28 c Ⅶ － － －

SD20 A098 BO11
SZ29‐周溝 SZ32‐周溝内土坑, SZ41‐周溝,

SK330, SK346 16.90 1.90 17.50 0.90 0.60 f Ⅶ － － －

SD21 A121 BS12 SZ48‐周溝, SK356 SK351 (4.00) (2.30) (2.80) (0.60) 0.40 f Ⅶ － － －

SD22 C527 BM8～BN8 SZ23‐周溝 (3.54) 0.68 (3.30) 0.54 0.26 c Ⅰ － － －

－－－Ⅰa11.082.0)51.1(74.0－11NB455C32DS

－－－番欠42DS － － － － － － － － － －

SD25 S036
DB17～DB18

DC17
(3.15) (1.65) (2.93) 0.51 0.12 e Ⅰ J,H,P － －

－－－Ⅰa90.079.043.231.106.281CD～81BD100S62DS

－－－Ⅶb40.048.0)23.4(69.0)04.4(81CD200S72DS

SD28 S003
DC18～DC19

DD18
4.52 1.08 4.36 0.96 0.12 b Ⅶ － － －

－－－Ⅰa60.094.027.206.029.2654KS,554KS02ED～91ED910S92DS

－－－Ⅰa70.037.027.268.068.291ED800S03DS

－－P,HⅠe61.0－81.0－03.0684KS484KS02HD～91HD750S13DS

SD32 S080
DI19～DI20

EI1
EJ1～EJ2

SK506
SK503,SK513,SK512,SK508,SP45,S
B06-P03,SK535,SK509

(13.48) 2.30 (13.06) 0.58 0.24 c･e Ⅲ
H,P,K,T
,S,R

255 －

－－K,P,HⅠa11.0－－22.084.0605KS02HD170S33DS

－－S,K,P,HⅦe50.023.0)00.1(74.0)71.1(905KS1IE645S43DS

－－－Ⅰe40.082.0)01.6(04.0)61.6(845KS6JE～5JE033C53DS

－－HⅠc51.061.090.203.024.2406KS73DS5LE～4LE371S63DS

－－－Ⅰa50.001.0)40.2(32.0)90.2(63DS4LE471S73DS

－－－Ⅰa40.090.0)98.0(91.0)89.0(508KS6LE820C83DS

SD39 C032 EL6～EM6 SK816 SD40,SD40，SK675 － 0.59 (3.06) 0.32 0.08 － － － － －

SD40 S199 EM5～EM6 SI37,SD39 SB09-P12，SK674 (0.79) 0.64 (0.78) 0.39 0.10 a Ⅰ J － －

－－－Ⅶa)70.0(60.0)02.1(21.0)42.1(707KS6NE～5NE075S14DS

検出グリッド
調査時
番号

遺構番
号

深さ
(m)

下端規模(m)上端規模(m)
図版
番号

挿図
番号

出土
遺物

類分性属構遺係関複重

表 31 溝状遺構一覧表 



遺構一覧表　19

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

－－－ⅢADD42.024.065.177.068.181RA150C100KS

－－－ⅠbDD32.0)82.0(56.0)04.0(07.081RA250C200KS

－－－ⅢbAA22.007.087.039.089.091RA050C300KS

－－－ⅠgDD)41.1()22.2(71.0)52.1()62.2(81SA～81RA350C400KS

－－－ⅠbAA62.078.079.089.080.191SA～81RA450C500KS

－－－ⅠbDD22.0)05.0(83.1)65.0(64.191SA840C600KS

－－－ⅠcAA02.061.072.083.045.002SA962C700KS

－－－ⅠbAA31.002.082.063.063.01TB072C800KS

SK009 C074 AT20～EB2
SK010,SK011,SK012
,SK013,SK263

(5.80) (5.50) (4.80) (2.80) 0.56 D D g Ⅶ H,P,K,I 256 49

－－PⅤfCC13.082.025.053.075.0900KS1AE403C010KS

－－－ⅠACC90.051.061.082.083.0900KS1TB903C110KS

SK012 C311 BT1～EA2 SK009 SK013,SK263 0.37 0.26 0.16 0.16 0.14 D D A Ⅰ － － －

－－－ⅠACC51.092.042.063.014.0210KS,900KS2AE～2TB013C310KS

－－－ⅦeAA47.027.018.031.161.12TB374C410KS

－－－ⅠbDD11.0)96.0(59.0)67.0(80.12TB914C510KS

－－－ⅠcAA61.081.051.022.042.0層地整-10BS2AE704C610KS

－－－ⅠACC90.071.002.092.003.02AE870C710KS

－－HⅠbAA81.062.082.083.093.02AE770C810KS

－－－ⅠAAA31.075.007.058.058.02BE～2AE670C910KS

－－－ⅠAAA90.041.061.003.013.02AE580C020KS

－－－ⅢbBB43.078.009.069.040.1層地整-10BS4AE～3AE280C120KS

－－－ⅠfCC62.066.063.160.134.14BE～4AE142C220KS

－－PⅤeCC82.005.099.047.043.110ZS5AE572C320KS

－－P,HⅠAAA81.074.035.078.059.010ZS5AE342C420KS

－－－ⅠACC12.023.085.095.027.010ZS6AE554C520KS

－－－ⅠAAA12.023.085.095.027.010ZS6AE454C620KS

－－HⅠACC02.024.044.075.026.010ZS6AE442C720KS

－－HⅢfCC62.024.096.086.078.02BE～1BE373C820KS

－752I,HⅢADD12.0)00.1(05.1)93.1(08.12BE～1BE473C920KS

－－－ⅠAAA60.062.013.013.053.02BE680C030KS

－－－ⅠbCC70.0)67.0(49.0)08.0(00.1230KS2BE490C130KS

－－KⅠbBB83.039.019.000.150.1130KS2BE390C230KS

－－－ⅠAAA01.071.061.042.072.02BE880C330KS

－－－ⅠAAA51.042.063.054.005.02BE980C430KS

－－－ⅠbAA71.082.042.044.005.050IS,30IS3BE614C530KS

－－－ⅢfAA66.073.045.086.000.150IS,30IS3BE514C630KS

－－－ⅠbAA73.012.042.023.063.03BE744C730KS

SK038 C429 EB5 SZ01 SK039 0.72 0.59 0.58 0.32 0.21 A A e Ⅴ － － －

－－－ⅠAAA41.045.070.137.043.110ZS,830KS5BE254C930KS

－－－ⅠbCC12.023.085.095.027.010ZS5BE034C040KS

－－－ⅢACC12.023.085.095.027.010ZS5BE824C140KS

－－－ⅠAAA70.097.059.029.020.12CE090C240KS

－－－ⅠACC41.012.051.083.093.02CE290C340KS

SK044 C469 EC2 SZ02 SK045,SK267 1.95 (0.80) 1.64 (0.40) 0.34 D D g Ⅰ H － －

－－－ⅠADD75.032.081.0)04.0(26.0440KS2CE274C540KS

－－－ⅣAAA02.013.083.005.065.03CE190C640KS

－－－ⅠbCC72.081.012.052.033.020ZS3CE364C740KS

－－－ⅠADD80.0)41.0(42.0)12.0(53.020ZS3CE464C840KS

－－PⅠfCC12.025.087.038.020.14DE～3DE201C940KS

－－HⅠgDD61.060.1)69.0()81.1(81.190IS4DE344C050KS

－－－ⅠbCC42.061.071.072.003.090IS4DE492C150KS

－－－ⅠbAC73.021.011.043.034.020ZS5DE～5CE264C250KS

－－PⅠAAA21.044.084.056.096.05DE501C350KS

－－－ⅤbCC44.014.088.049.070.1550KS4EE301C450KS

－－－ⅠbAA82.051.071.091.042.0450KS4EE213C550KS

－－HⅦgDD02.0)52.0(54.1)53.0(69.130DS4EE083C650KS

－－PⅦADD31.025.046.128.010.230DS4EE973C750KS

－－－ⅠAAA90.002.051.042.003.04FE411C850KS

－－－ⅠAAA90.033.003.004.054.04FE311C950KS

－－－ⅠAAA41.032.062.003.053.04FE511C060KS

－－－ⅡbBA82.084.085.048.069.04FE611C160KS

－－－ⅠAAA70.033.033.074.084.05FE811C260KS

SK063 C112 EF5 SK064 SD04 3.83 (2.14) 3.42 (2.08) 0.23 C C g Ⅰ H,P － －

94752P,HⅦfCC16.160.103.249.138.3360KS5FE～4EE672C・355S460KS

－－FⅠACC70.053.038.065.009.05GE～4GE911C560KS

－－－ⅠAAA71.004.044.084.035.04GE021C660KS

－－－ⅦbDD03.0)46.0(61.1)27.0()61.1(982KS,40ZS11SB413S760KS

－－－ⅢeAA53.011.051.003.013.021TB532S860KS

SK069 S191 EA7～EA8 SI11 SK070 1.00 (0.43) 0.82 0.45 0.30 D D b Ⅶ － － －

－－－ⅠADD01.0)25.0()45.0()07.0()27.0(960KS,11IS7AE291S070KS

－－－ⅠAAA01.056.007.000.100.111IS,60ZS8BE～8AE672S170KS

－－－ⅢbBB51.005.006.007.057.011IS,60ZS8BE～8AE572S270KS

－－－ⅡbCC03.052.053.005.006.060ZS8BE772S370KS

－－－ⅢbBB52.005.025.008.018.0570KS11AE060S470KS

－－－ⅢAAA04.043.005.054.037.0470KS11AE950S570KS

－－－ⅠAAA70.003.003.004.004.011BE230S670KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 32 土坑一覧表（１） 
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表 33 土坑一覧表（２） 



遺構一覧表　21

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

－－－ⅠbDD90.082.0)05.0(13.0)05.0(841KS,90PS21EE953S941KS

－－－ⅠAAA52.012.072.003.073.090ZS21EE555S051KS

－－－ⅠADD81.0)41.0(51.0)12.0(42.082IS21EE665S151KS

SK152 S542 EE11～EE12 SI28,SK262
SI23,SI24,SK153,SK
154,SK155,SK156,SK
157

(2.24) (1.96) (2.20) (1.94) 0.16 D D g Ⅱ H,F,P － －

－－－ⅠgDD70.0)61.0(04.0)53.0(64.0251KS,82IS21EE865S351KS

SK154 S565 EE12 SK152 SK155 (0.27) 0.20 (0.16) 0.10 0.13 D D c Ⅰ － － －

－－－ⅠfDD21.0)51.0()12.0()81.0()13.0(451KS,251KS21EE465S551KS

－－－ⅣbDD71.0)50.0(02.0)51.0(83.0951KS,751KS,251KS11EE324S651KS

SK157 S424 EE11 SK152 SK156,SK167 0.47 (0.27) (0.25) 0.13 0.20 D D b Ⅲ － － －

－－HⅦgAC70.0)71.0()82.0(95.077.0262KS11EE081S851KS

SK159 S421 EE11 SK262 SK156,SK160 0.55 0.45 0.45 0.35 0.15 A A b Ⅲ H － －

－－－ⅢbDD51.052.0)52.0(53.0)53.0(262KS,951KS11EE224S061KS

－－F,HⅠACC51.002.058.005.003.1262KS11EE073S161KS

－－PⅤeAA03.051.002.007.058.011EE722S261KS

－－HⅢgDD03.0)02.0(52.0)03.0(05.080PS11EE822S361KS

－－PⅠAAA51.003.003.054.056.0561KS11EE～01EE904S461KS

－－PⅢAAA01.082.0)04.0()54.0(05.0461KS11EE704S561KS

－－PⅣeCC51.001.052.006.058.0372KS,861KS,761KS11EE543S661KS

SK167 S562 EE11 SK156,SK166 SK168 0.38 0.36 0.20 0.10 0.32 A A c Ⅱ － － －

－－－ⅠgDD22.0)71.0()12.0()12.0(07.0372KS,761KS,661KS11EE165S861KS

－－－ⅠAAA31.063.014.055.095.032IS31FE～21FE055S961KS

－－PⅢADD01.0)06.0(08.0)56.0(00.1171KS,32IS21FE032S071KS

－－－ⅠACC11.054.082.107.0)24.1(071KS,32IS21FE085S171KS

－－－ⅢAAA01.042.092.043.073.042IS21FE905S271KS

852KⅠfCC51.052.053.045.057.042IS21FE215S371KS

－－－ⅠcAA02.080.041.042.082.021GE985S471KS

－－－ⅤeAA29.006.016.032.182.121GE～11FE885S571KS

－－－ⅡbAA12.002.024.033.065.011FE884S671KS

－－－ⅢADD44.0)47.1()06.2()87.2()14.3(22IS11GE～01FE095S771KS

－－PⅦAAA04.004.044.057.078.022IS11FE644S871KS

－－PⅠbCC22.071.032.043.043.001FE444S971KS

2P,HⅢACC05.080.1)13.1(87.1)69.1(181KS,01DS,90DS8FE～8EE190S081KS 59 －

－－P,F,HⅣAAA21.002.082.033.024.090DS,081KS8EE515S181KS

94062S,P,F,HⅣgDD08.0)91.1(68.0)74.1(03.2381KS6FE～5EE225S281KS

SK183 S532 EE6～EF6 SK182 SD08,SK186 5.03 3.09 1.08 1.75 1.38 C C e Ⅴ
J,H,F,P,K,
D

261 49

SK184 S524 EG6
SS02,,SK185,SK186,
SK187,SK191,SK192,
SK193,SK195

5.11 1.91 4.51 1.33 0.45 A A b Ⅱ
H,F,P,K,T,
D,I,S

262・
263

－

SK185 S525 EF6～EG6 SK184 SK186,SK187,SK193 2.99 2.77 0.64 2.01 0.43 D D g Ⅶ H,F,P,K,I 264 50

SK186 S526 EF5～EG6
SK183,SK184,SK185,
SK187,SK193

5.93 5.27 5.59 3.93 0.56 C C f Ⅴ H,F,P,K
265・
266

50

SK187 S523 EF6～EG6 SK184,SK185
SK186,SK188,SK189,
SK190,SK191,SK192

3.97 (2.28) 3.37 (2.07) 0.36 D D g Ⅴ J,H,P,K － －

－－－ⅠgDD03.080.012.031.003.0781KS6GE975S881KS

－－PⅠADD90.064.075.047.057.0781KS6GE965S981KS

－－－ⅠAAA11.092.083.095.086.0781KS6GE075S091KS

SK191 S577 EG6 SK187,SK184 SK192 0.84 0.77 0.49 0.32 0.40 D D g Ⅰ J － －

－－－ⅠADD91.053.074.005.025.0191KS,781KS,481KS6GE285S291KS

SK193 S583 EG6 SK184,SK185 SK186 1.10 0.86 0.72 0.46 0.13 A A A Ⅰ － － －

05762PⅠbCC92.064.192.216.174.2591KS7HE～6HE025S491KS

－－FⅣgDD62.0)13.1(22.2)15.1(46.220SS,481KS,491KS6HE～6GE365S591KS

－－－ⅠcCC41.041.062.082.004.06GE485S691KS

－－－ⅠAAA11.041.041.012.032.06GE275S791KS

－－－ⅠACC61.001.051.012.013.06HE175S891KS

－－－ⅣfCC12.032.051.024.028.06GE185S991KS

05762I,K,P,F,HⅣADD82.051.141.284.157.27HE～6GE635S002KS

ⅣABB41.091.174.404.146.4302KS,202KS7GE035S102KS
H,F,P,K,I,
S

268 －

SK202 S537 EG7 SK201 SK203 2.40 (1.55) 1.41 (1.19) 0.21 D D e Ⅳ F,P － －

－－K,HⅤbDD43.0)74.0(54.2)07.0(57.2902KS,202KS,102KS7GE455S302KS

SK204 S502・C218 EF7～EF8 SD12 SK205,SK206 3.22 (1.73) 2.42 (1.43) 0.68 D D f Ⅴ H,P,S 268 －

－－－ⅠAAA11.072.091.024.025.0402KS7FE825S502KS

－－－ⅣfAA11.072.091.024.025.0402KS7FE925S602KS

－962K,P,F,H,JⅠACC21.058.038.030.141.1902KS7GE122C702KS

－072I,P,HⅡbCC62.058.069.060.181.1902KS7GE222C802KS

SK209 C220 EG7～EG8 SD12,SK207,SK208
SK202,SK203,SK210,
SK212

4.78 7.72 3.70 4.18 0.24 C C A Ⅶ
H,F,P,K,D,
I,S

270 －

SK210 C250 EG7～EH8 SD12,SK209 SK211 1.87 1.05 1.65 0.76 0.20 D D f Ⅶ － － －

SK211 C413 EG8～EH8 SD12,SK210 SI25 2.15 1.06 1.75 0.80 0.30 C C b Ⅰ H,P,I,S 271 －

－－P,HⅠfAA41.058.068.069.000.1902KS,21DS8GE152C212KS

－－－ⅠACC50.071.062.003.034.07GE641C312KS

－－－ⅢbCC41.026.077.068.068.031DS7HE～7GE422C412KS

－－－ⅠAAA50.002.002.073.004.041DS7HE921C512KS

－－S,PⅠACC61.016.015.118.087.17HE722C612KS

－－－ⅤeAA02.047.097.058.099.0812KS7HE822C712KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 34 土坑一覧表（３） 
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新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

－－－ⅤeAA02.047.097.058.099.0812KS7HE822C712KS

－－K,PⅠACC40.070.1)31.1(33.1)33.1(712KS7HE922C812KS

－－－ⅠACC50.028.0)56.1(69.0)57.1(72IS,52IS8HE044C912KS

－－－ⅠACC30.041.072.023.063.0壇基-40BS9FE412C022KS

－－－ⅠAAA80.052.082.034.084.0222KS11FE312C122KS

SK222 C252 EF10～EG11
SB04-SW1,SB04-雨落
溝,SK221

2.43 (1.73) 1.96 (1.41) 0.13 D D g Ⅶ － － －

K,P,HⅡAAA91.046.007.102.122.2壇基-40BS,62IS,52IS01HE～9HE652C322KS ,I,S 225 45

－－－ⅠAAA10.002.002.022.022.0壇基-40BS,90P-40BS01GE751C422KS

－－－ⅠACC52.032.082.053.054.011ZS01GE654C522KS

－－KⅠACC40.065.088.046.089.0壇基-40BS,01ZS01GE650C622KS

－－－ⅠbAA02.041.012.091.003.011GE232C722KS

－－F,HⅦbCC21.013.071.115.003.111HE～11GE532C822KS

－－－ⅠACC11.046.087.029.000.111GE332C922KS

－－－ⅠADD90.008.010.168.002.121GE～11GE032C032KS

－－－ⅢgDD51.0)33.0(57.0)83.0(87.021GE132C132KS

72K,F,H,JⅢgDD02.0)08.0()51.2()63.1()06.0(11ZS21HE～11HE632C232KS 2 －

－372P,HⅠbAA62.086.086.077.077.072IS8IE552C332KS

－－P,F,HⅠfCC32.006.064.146.045.18IE531C432KS

－－－ⅠbAA21.081.072.091.072.07IE731C532KS

－－－ⅠABB90.066.088.058.022.140P-AS6JE671C632KS

－－－ⅠbAA80.005.005.065.085.06JE073C732KS

－－KⅠbCC51.083.056.055.028.0932KS7JE452C832KS

SK239 C140 EJ7
SK238,SK240,SK241,S
K242,SK243

4.00 3.86 3.00 1.30 0.54 C C e Ⅴ
H,F,P,K,D,
I,S

273 －

SK240 C143 EJ7～EJ8 SK239 SK241 1.34 1.10 (1.34) (0.88) 0.27 D D e Ⅴ H,P,K － －

－－－ⅠADD31.013.099.037.031.1042KS,932KS8JE～7JE752C142KS

－－HⅠACC81.091.054.036.048.0932KS7JE852C242KS

SK243 C260 EJ6～EK7 SK239 SK238,SK586 3.28 (2.11) 3.16 (1.76) 0.20 D D g Ⅰ J,H,F,P,K,I 277 －

－－－ⅠfAA83.061.002.005.075.08JE581C442KS

－－－ⅠACC01.071.063.072.053.09AE395S542KS

－－－ⅠACC40.073.086.006.028.09AE495S642KS

－－－ⅠACC61.091.002.004.005.001AE695S742KS

－－－ⅠACC22.092.085.035.086.001AE～01TB795S842KS

－－－ⅠfCC14.060.001.082.085.031AE206S942KS

－－－ⅠbAA73.005.064.026.046.07CE～6BE216S052KS

－－S,K,P,H,JⅢfCA92.052.002.075.087.07EE416S152KS

－－－ⅢbAA32.032.052.075.075.08EE～8DE016S252KS

－－－ⅠfDD61.057.0)19.0(00.1)20.1(9DE406S352KS

－－－ⅠAAA80.052.013.073.014.09DE506S452KS

－－－ⅣACC02.033.094.087.019.09EE306S552KS

－－－ⅠbCC71.002.097.004.000.1682KS01DE606S652KS

－－－ⅢbCC51.091.035.034.039.021DE106S752KS

－－－ⅠADD01.0)18.0(82.1)29.0(04.121DE～21CE006S852KS

－－－ⅦfCC62.051.032.064.075.021DE995S952KS

－－－ⅠgDD03.0)52.0()82.0()53.0()54.0(01HE754C062KS

－－－ⅠgDD40.083.0)83.0(44.0)84.0(壇基-40BS01FE971C162KS

SK262 S350 EE11～EE12 SK158
SZ09,SK152,SK159,SK
160,SK161

3.50 1.42 3.01 1.23 0.22 C C b Ⅱ H,F,P,K 278 －

－－PⅠbAA62.081.002.003.033.0210KS,900KS1AE503C362KS

－－－ⅠbAA62.012.062.054.025.0層地整-10BS3AE204C462KS

－－－ⅠACC81.082.062.004.055.030IS3AE214C562KS

－－－ⅠbCA73.012.042.023.063.03CE844C662KS

－－－ⅠbAA75.032.081.0)04.0(26.0440KS2CE174C762KS

－－－ⅠeAA82.071.071.052.092.010ZS6AE354C862KS

SK269 S274 EB7 SI12 SZ06 0.60 0.45 0.20 0.15 0.45 D D b Ⅴ P － －

－－－ⅤfAA22.080.001.055.056.001BE430S072KS

－－－ⅤeAA30.083.056.034.007.0層地整-30・20BS9CE551S172KS

－－－ⅤeAA33.051.051.057.078.051CE～51BE460S272KS

SK273 S428 EE11 SI22,SK166 SK168 0.81 0.70 0.33 0.25 0.56 C C b Ⅴ H,F,P － －

－003－ⅤbCC83.002.024.096.088.022IS11FE～11EE094S472KS

－－－ⅠbAC03.011.021.022.092.0731KS31DE014S572KS

－－HⅤbCC81.064.065.066.017.08FE712C672KS

－－PⅣbBB62.085.046.046.077.09FE512C772KS

－－－ⅤeCC55.080.026.080.000.131DS7HE831C872KS

－－HⅤeCA33.150.100.186.127.101IE164C972KS

－－－ⅠbAA61.031.051.062.062.07JE741C082KS

－－－ⅠbAA42.011.080.061.002.07JE841C182KS

－－－ⅠfCC03.080.080.042.034.06JE941C282KS

－－S,P,FⅠbAA23.002.052.082.073.06JE162C382KS

－－－ⅢbAA55.061.021.053.063.09DE906S482KS

－－－ⅤAAA62.032.013.036.076.001DE706S582KS

－－－ⅤbCA72.031.032.0)72.0(04.0652KS31DE316S682KS

－－－ⅤeAA22.060.060.005.035.001DE806S782KS

－－－ⅤbAA44.058.076.040.170.111DE116S882KS

SK289 S313 BS11～BT12 SZ04,ST01 SK067 (2.40) 2.20 2.00 1.50 0.45 D D b Ⅳ － － －

－－－Ⅰa2A2A-)81.1(43.3)13.1(58.38IB～7IB384C092KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 35 土坑一覧表（４） 



遺構一覧表　23

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

－－－ⅦgDD90.035.007.036.067.09IB474C192KS

－－JⅠaDD21.0)02.0(83.013.0)24.0(01IB440A292KS

－－－Ⅶa2A2A01.052.054.023.0)74.0(81DS01IB870A392KS

－－－ⅡbCC05.098.094.163.198.1592KS11IB160A492KS

－－－ⅦgCC74.0)46.0(20.1)79.0(88.1492KS11IB～01IB770A592KS

－－－ⅠaCC51.071.194.253.189.221IB～11IB060A692KS

－－－ⅠaCC50.082.018.064.050.121IB～11IB840A792KS

－－－Ⅰa2A2A41.061.012.042.014.021IB050A892KS

－－－ⅣaCC53.044.064.087.098.08JB084C992KS

－－－Ⅰa2A2A92.034.082.119.096.18JB184C003KS

－－－Ⅰa1A1A23.088.020.151.042.19JB～8JB874C103KS

－－－Ⅰa1A1A71.010.120.151.161.19JB674C203KS

－－－Ⅰa2AC24.004.005.011.150.19JB774C303KS

－－－Ⅲb2AC46.072.003.008.079.001JB340A403KS

－－HⅣbCC72.042.075.014.070.181DS01JB540A503KS

－－－ⅠaDD81.094.056.086.049.081DS01JB740A603KS

－－－ⅣbD2A12.023.080.184.062.101JB360A703KS

－－SⅠb1A1A53.083.024.084.094.001JB560A803KS

－－－Ⅶa2A2A35.071.134.185.138.111JB260A903KS

－－－Ⅲb2A1A63.018.089.011.191.131JB150A013KS

－－－Ⅰa1A2A01.003.073.053.024.031JB750A113KS

－－－Ⅰa1A2A31.033.073.083.005.031JB350A213KS

－－－ⅠaC1A04.003.093.005.045.031JB850A313KS

－－－Ⅳa1A1A32.046.027.029.000.141JB550A413KS

－－－ⅠbDD81.0)74.0(06.0)85.0(28.041JB660A513KS

－－－ⅡaCC03.009.003.104.109.121KB570A613KS

－－－ⅠaCC01.065.005.127.076.151LB760A713KS

－－－Ⅲa2A1A04.008.000.101.102.161MB230A813KS

－－－－－－番欠913KS － － － － － － －

－－－－－－番欠023KS － － － － － － －

－－－ⅦgDD43.028.001.207.181.3溝周‐22ZS2NC～2MC610B123KS

SK322 B030 BN20 SZ30‐周溝 SZ21‐周溝 0.91 0.48 0.70 0.37 0.08 A2 A2 a Ⅰ － － －

－－－ⅠaBB40.004.084.084.085.0104KS,溝周‐03ZS1NC～02NB630B323KS

－－－Ⅰa2A2A40.025.087.016.048.0523KS,溝周‐03ZS1NC130B423KS

SK325 B032 CN1 SK324 SZ30‐周溝 0.59 (0.32) 0.50 (0.29) 0.04 A2 A2 g Ⅰ － － －

－－－ⅦfDD03.0)44.0(53.1)84.0(54.1溝周‐83ZS,22ZS4OC～4NC210A623KS

SK327 A152 BO17～BO18 SZ27‐周溝,SZ34‐周溝 SZ35‐周溝 4.20 2.20 3.60 1.80 0.30 A2 A2 a Ⅶ － － －

－－－－－－－－－－－－－番欠823KS

－－－ⅦgCC41.053.094.034.095.09PB931B923KS

SK330 A115 BP12 SZ32‐周溝 SK331 (0.70) 0.70 (0.50) 0.40 0.30 D D b Ⅳ － － －

－－ⅦgDD76.0)07.0()01.2()49.0()01.2(033KS,233KS31PB～21PB611B133KS －

－－－ⅦaDD06.002.107.105.102.2133KS31PB201A233KS

－－－Ⅱb2A2A52.012.025.014.085.073ZS1PC810B333KS

－－－Ⅰb1A1A31.052.013.023.043.073ZS1PC910B433KS

－－－Ⅰb2A1A11.031.091.012.052.073ZS1PC020B533KS

－－－Ⅰb2A2A01.091.012.082.082.073ZS1PC120B633KS

SK337 B022 CP1 SK340 SZ37 0.97 0.38 0.48 0.23 0.06 C C a Ⅰ － － －

SK338 B023 CP1 SK339 SZ37 0.77 0.34 0.68 0.27 0.09 A2 A2 g Ⅶ － － －

－－－Ⅰb1A2A21.002.012.022.092.0833KS,73ZS1PC420B933KS

－－－Ⅰa2A2A11.061.022.063.082.0143KS,733KS,73ZS1PC520B043KS

SK341 B026 CP1 SK340 SZ37 1.86 1.22 1.48 0.92 0.17 A2 A2 b Ⅱ － － －

SK342 A110 BQ7 SZ41‐周溝,SK345 SK343,SK344 (2.30) (1.20) (2.10) (0.90) 0.20 D D g Ⅱ － － －

－－－ⅢeDD03.001.002.0)04.0(04.0243KS,溝周‐14ZS7QB111A343KS

－－－Ⅰb1AD02.002.002.004.0)04.0(溝周‐14ZS,243KS7QB211A443KS

－－－Ⅶb1AD04.004.0)04.0(06.0)06.0(243KS7QB311A543KS

－－－ⅦfC2A05.006.000.101.108.1溝周‐23ZS21QB990A643KS

－－－Ⅰf2A2A51.053.094.044.006.054ZS91RB～91QB470B743KS

－－－ⅦbDD83.015.0)08.0()08.0(28.0溝周‐73ZS,溝周‐64ZS2QC150B843KS

－－－ⅦeCC78.044.194.100.201.2053KS7RB625C943KS

－－－ⅦeCC04.032.003.0)03.0(05.0943KS7RB611A053KS

－－－Ⅵb1A2A06.006.007.007.009.012DS21RB731A153KS

－－－Ⅳa2A2A81.084.083.116.056.1353KS,94ZS61RB650B253KS

SK353 B057 BR16 SK352 SZ49,SZ49‐周溝 1.77 (0.60) 1.60 0.47 0.20 A2 A2 g Ⅶ － － －

－－－Ⅳe1A2A89.055.046.031.183.1溝周‐54ZS02RB～91RB860B453KS

－－－Ⅰa1A1A40.042.082.042.033.0溝周‐30ZS9SB690B553KS

－－－ⅦfCC32.074.077.036.0)48.0(734KS,12DS21SB131A653KS

42511－Ⅶe1A1A26.025.025.030.121.1溝周‐44ZS81SB680B753KS

SK358 B081 BS18～BS19 SZ44‐周溝 SK359,SK360 2.09 (2.05) (2.05) 1.00 0.25 D D f Ⅶ － － －

－－－ⅣaDD02.083.0)01.1(16.0)72.1(853KS91SB380B953KS

42511－Ⅶb2B1A42.116.093.188.064.1853KS91SB580B063KS

－－－Ⅶg1AD34.032.0)63.0(82.057.091TB～91SB080B163KS

－－－Ⅶf2AD35.035.031.138.0)81.1(02SB970B263KS

－872SⅦb2A2A63.044.004.175.056.1463KS,15ZS61TB500B363KS

SK364 B006 BT16 SK363 SZ51 1.37 0.73 1.26 0.44 0.17 A2 C b Ⅶ － － －

－－－Ⅱb2A2A54.063.051.194.046.115ZS71TB700B563KS

－－SⅣb2A2A02.007.021.158.013.191TB480B663KS

－－－ⅦgDD63.0)81.0(23.0)85.0(31.1863KS,溝周‐25ZS91TB590B763KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

)m(模規端下)m(模規端上係関複重
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 36 土坑一覧表（５） 



24　第３章　調査の成果

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

SK368 B092 BT19～EA19 SZ52‐周溝 SK367 0.38 (0.18) 0.10 0.10 0.23 D A1 a Ⅲ － － －

－－－Ⅰa2A2A01.003.004.065.006.041AE421A963KS

－－－Ⅳa2A2A02.004.005.006.000.151AE521A073KS

52511－Ⅶe1A1A07.009.009.003.103.151AE621A173KS

－－－ⅠaDD41.0)29.0(00.1)65.0(03.15JB755C273KS

－－－Ⅰa2AD41.021.052.0)58.2(61.15JB855C373KS

－－－ⅦgDD62.0)90.1()96.3()52.1()48.3(5JB955C473KS

－－JⅠa1A1A01.081.012.043.043.06JB365C573KS

－511S,JⅢb1A1A93.007.037.008.018.09KB145C673KS

－－－ⅢaCC14.030.159.168.166.23LB235C773KS

－－－ⅡgDD33.0)41.0(47.0)46.0(53.13LB335C873KS

－－SⅠa1A1A30.065.075.006.016.05LB～4LB535C973KS

－－－Ⅲa2A2A53.053.065.077.009.07LB935C083KS

－511－Ⅶe2A1A88.084.065.089.099.0８LB～7LB045C183KS

－511S,JⅢb1A1A95.065.055.029.059.09LB245C283KS

－－－ⅢbDD11.0)93.0(64.0)15.0(85.09LB345C383KS

－－－Ⅰa2A2A80.001.043.171.114.111LB845C483KS

－－JⅠb1B1B50.014.314.365.306.321LB055C583KS

－－HⅦgDD13.0)72.0(69.0)05.0(04.1部体主‐91ZS5MB435C683KS

－611SⅢa2A2A13.045.075.140.129.16MB035C783KS

－－－Ⅰb2A2A11.045.016.147.009.17MB965C883KS

－－－ⅦgDD05.0)75.0()61.3()78.0()69.3(093KS11MB745C983KS

－－－ⅠgDD42.0)40.1()43.3()27.1(67.3983KS21MB555C093KS

－－－Ⅰa2A2A42.009.004.164.167.151MB355C193KS

－－－Ⅲa2A2A06.009.005.304.103.461NB～61MB351A293KS

－－－Ⅲb1A1A01.002.102.105.105.1部体主‐02ZS81MB051A393KS

－－－Ⅳa2A2A01.004.008.004.009.01MC～02MB641A493KS

SK395 欠番 － － － － － － － － － － － － － － －

－－H,JⅦb2B2A15.068.044.163.197.17NB825C693KS

－－－Ⅲa2A2A86.023.010.147.083.17NB925C793KS

－－－ⅦgDD63.0)85.0()85.2()41.1()25.3(993KS11NB155C893KS

－－－ⅠbDD42.046.0)49.1(22.1)03.2(893KS11NB655C993KS

－－－Ⅰa1A1A01.041.041.004.004.081NB941A004KS

SK401 B037 BN20 SK323 SZ30‐周溝 0.40 (0.40) 0.35 0.32 0.06 D D g Ⅰ － － －

－－－Ⅶf2A2A13.056.065.303.102.4593KS6OB765C204KS

－－－Ⅰa2A2A61.044.008.018.030.17OB635C304KS

－－－ⅢaDD42.085.0)96.1()46.1()77.1(9OB～8OB175C404KS

,H,JⅦfDD54.0)35.0(73.2)18.0()05.6(863KS,763KS91AE～81TB280B504KS K,Y 279 －

－－－Ⅶa2A2A80.086.000.209.092.2804KS,704KS8QB～８PB311B604KS

－－－Ⅰa2A2A70.074.027.065.047.0604KS8PB211B704KS

－－－Ⅲa2A2A50.083.005.005.006.0604KS8PB631B804KS

－－－Ⅰa2A2A70.0)22.0(83.0)62.0(44.0部体主‐23ZS11PB990B904KS

52611－Ⅶe2A2A04.106.008.005.108.171PB～61PB651A014KS

－－－Ⅰa2A2A01.005.006.006.009.071PB751A114KS

－－－Ⅰa2A2A02.001.002.004.004.071PB851A214KS

－－－Ⅰa2B2B01.081.185.122.156.1914KS,614KS8RB～8QB621B314KS

－－－Ⅶa2A2A51.003.085.005.058.09QB～8QB501B414KS

－－－Ⅶc1A1A90.062.082.033.053.09QB411B514KS

－－－Ⅶa2A1A60.012.092.053.083.0314KS8RB701B614KS

－－－Ⅰa2AC01.041.072.092.099.08RB011B714KS

－－－Ⅳa2A1A51.060.090.072.072.08RB111B814KS

－－－Ⅱb2AC16.007.079.003.174.1314KS8RB521B914KS

－－－ⅢaCC80.052.074.053.026.09RB901B024KS

－－－Ⅳa2A1A51.073.084.075.076.09SB～9RB301B124KS

－－－Ⅲa1AC61.082.013.053.056.001RB101B224KS

－－－Ⅱa1B1B80.015.075.007.057.001RB201B324KS

－－－Ⅱa2A2A01.071.053.053.045.001SB～01RB421B424KS

－－－Ⅰa1A2A91.023.023.063.044.011RB711B524KS

－－－Ⅰb2A2A01.081.032.052.092.011RB811B624KS

－－－Ⅰb2A2A70.062.043.023.084.011RB911B724KS

－－－Ⅳf1A1A31.093.064.015.075.011RB221B824KS

D02.0)00.3()08.3()00.3()01.4(534KS,334KS,94ZS61SB～61RB911A924KS D g Ⅶ － － －

－－－Ⅶg1AD43.071.081.045.0)77.0(8SB790B034KS

－－－ⅡaDD02.0)05.0(50.1)08.0(72.111SB～01SB431B134KS

－－－ⅦaDD03.0)01.0(04.1)02.0(07.1834KS21TB～21SB231A234KS

SK433 A118 BS16 SZ49 SK435,SK429 1.40 0.80 1.20 0.30 0.70 C A2 a Ⅶ － － －

－－－ⅠgDD02.0)02.0()07.0()07.0()08.0(61SB021A434KS

SK435 A123 BS16 SK433 SK429 0.70 0.30 0.30 0.20 0.40 C A2 a Ⅳ － － －

－－－ⅠgDD04.002.004.0)06.0(07.0834KS21TB831A634KS

－－－ⅠgDD04.0)04.0(06.0)07.0(02.1653KS21TB141A734KS

－082PⅣa2A2A63.006.002.209.0)06.2(634KS,234KS31TB～21TB331A834KS

－－－ⅦgDD04.005.006.008.004.1044KS31TB431A934KS

－－－Ⅰg2AD02.004.005.005.007.0934KS31TB451A044KS

－－－Ⅰa2A2A01.001.002.003.004.051TB711A144KS

－－－Ⅰa2A2A01.000.101.201.102.251TB721A244KS

－－－Ⅶa2A2A03.004.102.202.204.261AE～51TB821A344KS

52711－Ⅶe1AC03.108.009.005.105.171TB～61TB921A444KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 37 土坑一覧表（６） 



遺構一覧表　25

長軸短長軸長長軸短長軸長旧新
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

－711YⅣaDD03.006.000.102.102.171TB531A544KS

－－－Ⅳa1A1A01.003.003.005.006.01MC741A644KS

－－－ⅦgDD)07.0()09.0()09.3()01.1()00.4(2NC～2MC541A744KS

－－－Ⅰc2A2A02.002.008.005.000.12QC～1QC041A844KS

－－－ⅣaDD04.0)02.0()08.0()09.0()00.2(4QC241A944KS

－－－Ⅰa1A1A01.003.003.005.005.01RC931A054KS

－－TⅡeAD04.063.063.080.162.191DD～91CD600S154KS

－－－ⅠaAD80.001.042.0)22.0(34.0354KS91ED210S254KS

－－－ⅠaAD71.071.052.053.063.0454KS,254KS91ED310S354KS

－－－ⅦaAD11.0)21.0(61.0)41.0(23.0354KS91ED410S454KS

－－－ⅠaAD11.011.091.042.063.092DS02ED710S554KS

－－－ⅠaAC01.051.002.092.024.092DS02ED810S654KS

－－－ⅠaAD50.051.051.022.032.002ED020S754KS

－－－ⅢaAD81.032.042.004.034.002ED120S854KS

－－－ⅠaAD30.050.070.022.032.002ED220S954KS

－－－ⅠaAD20.072.003.023.023.091ED700S064KS

－－－ⅠbCC50.0)54.0(00.2)05.0(01.291FD040S164KS

－－－ⅠaAD51.080.080.042.073.091FD140S264KS

－－－ⅠaAD51.031.041.052.013.091FD240S364KS

－－－ⅢbCC41.061.092.032.073.091FD340S464KS

－－－ⅠbAD90.081.012.032.072.091FD440S564KS

－－－ⅢbAD90.031.041.002.012.091FD540S664KS

－－－ⅠbAD61.021.051.071.032.002FD～91FD640S764KS

－－－ⅠaAD61.071.091.042.062.002FD320S864KS

－－SⅠbAD60.051.032.052.063.002FD520S964KS

－－－ⅣaAD81.024.055.076.088.081GD050S074KS

－－－ⅠaCC01.003.057.024.079.0474KS91GD250S174KS

－－K,PⅡeAD11.041.051.056.039.091GD350S274KS

－－－ⅦbCC60.071.052.072.034.0574KS91GD505S374KS

－－－ⅠaB2B01.068.018.119.001.2174KS91HD～91GD450S474KS

,HⅠaB2B70.035.0)13.1(26.0)94.1(374KS,10P-10AS91HD～91GD550S574KS S － －

SK476 S011 DG20 SK477 SK478,SA01-P02 2.44 2.08 2.28 1.56 0.04 C C b Ⅰ K － －

－－－ⅠaAD31.056.076.099.070.1674KS02GD130S774KS

－－KⅦaCC41.024.045.065.096.0674KS02GD415S874KS

－－－ⅠaB2B01.072.003.033.083.01GE230S974KS

－－－ⅠbAD80.031.051.002.012.01GE330S084KS

－－－ⅠbAD21.071.071.082.003.091HD650S184KS

－－－ⅠaAD11.051.061.093.074.002HD950S284KS

－－T,K,HⅠaCC21.082.044.086.061.11HE～02HD260S384KS

－－PⅠbAD93.075.006.088.009.013DS02HD460S484KS

SK485 S068 DH20～EI1 SK486,SK488,SK506 SK493,SK505,SB06-P01 2.78 2.61 1.45 0.97 0.30 － － － － H,P,K,T 281 －

SK486 S069 DH20～EI1 SD31 SK485,SK488 2.52 (1.38) 0.87 0.62 0.17 D C a Ⅰ H,P,K － －

－－KⅠaCC70.088.042.103.187.140P-10AS1HE760S784KS

SK488 S070 EH1 SK486,SK492 SK485,SK490 (1.84) 1.24 (1.73) 1.10 0.10 D C a Ⅰ H,P,K,T － －

－－－ⅠaAD70.031.022.022.004.0994KS1HE264S984KS

－－－ⅢaAC32.021.031.071.052.0884KS1HE274S094KS

－－PⅠaCC81.0)84.0(05.0)84.0(97.0494KS,794KS,594KS1HE784S194KS

884KS1HE325S294KS － － － － － － － － － － － －

－－－ⅠbAD11.051.062.083.044.0584KS1IE～1HE374S394KS

SK494 S547 EH1～EI1 SK511 SK491 0.92 0.42 0.28 0.27 - C C b 不明 H － －

SK495 S457 EH1～EI2 SK498 SK497,SK491 4.57 1.56 4.41 1.42 0.09 C C b Ⅰ H,K － －

－－K,P,H明不aCC02.0)01.1(08.1)02.1(00.2615KS,715KS2IE～2HE280S694KS

SK497 S486 EH1～EH2 SK495 SK491 － － － － － － － － － P － －

－－－ⅦaCC70.064.007.016.050.1594KS2HE～1HE515S894KS

－－PⅠcCC61.079.066.121.189.1105KS,005KS,984KS2HE～1HE654S994KS

－－－ⅠbAD90.052.043.083.085.0994KS2HE464S005KS

－－－ⅠaAD60.001.041.002.003.0994KS2HE664S105KS

－－－ⅡbAD54.034.005.049.071.102JD～91ID980S205KS

－－－ⅣbAD02.002.012.063.004.023DS02ID270S305KS

－－－ⅠcCD22.092.005.064.057.002ID870S405KS

CC52.015.098.0)98.0()02.1(10P-60BS,605KS,584KS1IE～02ID394S505KS b Ⅱ J,H,P,K － －

SK506 S074 DI20～EI1
SK485,SD33,SD32,SK505
,SK508,SK509,SB06-P01

2.70 1.08 2.34 0.84 0.18 C C a Ⅰ H,P,K 282 －

－－－ⅠbAD80.091.052.092.013.0115KS1IE974S705KS

61.062.084.074.017.023DS,605KS1IE694S805KS － － － － K － －

SK509 S518 EI1 SK506,SD32 SK510,SD34 1.92 (0.72) 1.52 (0.50) 0.12 C C a Ⅶ H,K － －

－－T,K明不－CC01.0)74.0(20.1)95.0(41.1905KS,115KS1IE545S015KS

SK511 S076 EI1～EI2
SK507,SB06-
P04,SK510,SK494

3.92 2.28 3.12 1.76 0.39 C C b Ⅱ
J,H,P,K
,T,S

283 －

－－PⅠaCC70.024.056.174.097.123DS1JE～1IE984S215KS

SK513 S081
EI1～EI2
EJ1～EJ2

－－S,K,P,HⅠbCC23.040.101.142.148.123DS

－482S,K,P,HⅠaCC21.081.169.224.181.3515KS2JE～2IE380S415KS

－－－ⅠaAD60.042.092.034.035.0415KS2IE284S515KS

－482K,PⅦaAD82.002.005.008.038.0715KS,694KS2IE215S615KS

SK517 S481 EI2 SK516 SK496 － － － － 0.19 － － － － H,P,F,K 285 50

－－－ⅠcAD01.080.021.061.081.03IE580S815KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

)m(模規端下)m(模規端上係関複重
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 38 土坑一覧表（７） 



26　第３章　調査の成果

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

－－－ⅠbAD22.011.041.012.082.03IE680S915KS

－－－ⅢaAD93.022.062.036.076.03IE780S025KS

－－－ⅠaAD80.082.003.004.034.05IE933C125KS

－－－ⅠeAD12.011.011.062.013.05IE043C225KS

－－TⅠaAD41.062.062.013.013.05IE143C325KS

－－PⅦaAD31.009.001.140.181.102KD～02JD501S425KS

－－－ⅠaAD50.092.094.064.046.002JD090S525KS

－－－ⅠaAD50.065.085.086.096.002JD190S625KS

－682S,K,HⅡbAD16.074.045.028.099.0825KS02JD290S725KS

－－－ⅠbAD61.041.061.0)32.0(43.0725KS02JD390S825KS

－－－ⅢaCC71.001.043.012.055.002JD490S925KS

－－－ⅠaAD61.060.090.013.063.002JD590S035KS

－－KⅦaAD90.012.052.003.073.002JD585S135KS

－－KⅡeAC91.004.074.036.031.11JE690S235KS

－－SⅠaAD01.012.032.033.043.01JE790S335KS

－－－ⅠaCD41.060.031.022.032.01JE890S435KS

－－－ⅦaCC80.003.0)53.0(24.0)24.0(23DS1JE115S535KS

－－－ⅦbCC41.021.061.042.082.010P-70BS1JE465S635KS

－－HⅠaAD61.021.081.023.083.02JE480S735KS

－－－ⅠbCC80.072.034.094.066.02JE880S835KS

－－－ⅠaCC70.071.082.092.004.05JE923C935KS

－－－ⅠaAD80.050.090.071.071.05JE233C045KS

－－－ⅠeAC81.057.088.058.079.05JE333C145KS

－－－ⅠbAD21.082.082.004.004.05JE243C245KS

－－－ⅠbAD60.072.033.023.014.06KE～6JE952C345KS

－－KⅠeAD01.021.001.032.043.06JE323C445KS

－－－ⅠbAD81.012.032.033.063.06JE423C545KS

－－－ⅠbAD51.051.022.022.063.06JE523C645KS

－－－ⅠbBB70.061.081.072.072.06JE823C745KS

－－－ⅠeAC72.022.081.053.035.053DS6JE133C845KS

－－KⅦbAD11.017.087.048.078.002LD～02KD511S945KS

－－－ⅦaAD-71.012.092.013.002KD901S055KS

－－－ⅦaAD21.002.012.092.013.002KD801S155KS

－－TⅦaAD51.001.012.042.053.002KD011S255KS

－－－－a－D81.061.071.042.092.002KD311S355KS

－－－ⅥbAD22.071.091.083.024.002KD411S455KS

－－－ⅦaAD60.071.012.073.024.01KE611S555KS

－－－ⅥbAD22.051.002.033.053.01KE811S655KS

－682PⅢaAD22.091.083.004.015.01KE911S755KS

－－－ⅡaAD03.091.052.063.014.01KE021S855KS

－－－ⅦbAD70.042.092.033.063.01KE121S955KS

－－－ⅢbAD22.041.061.023.053.01KE221S065KS

－－－ⅢaAD12.002.022.073.025.01KE321S165KS

－－－ⅠaAD91.041.012.003.023.01KE521S265KS

－－－ⅠaAD11.051.081.072.003.01KE721S365KS

－－－ⅠaAD90.041.081.092.043.01KE921S465KS

－－－ⅠaAD11.001.022.022.062.01KE031S565KS

－－－ⅠaAD21.031.081.082.023.01KE131S665KS

－－－ⅡbAD62.052.092.004.014.01KE331S765KS

－－JⅠaAD51.063.054.031.112.11KE431S865KS

－－－ⅠbAD21.051.091.092.013.0175KS1KE384S965KS

－－－ⅠaAD21.051.081.082.003.02KE～1KE621S075KS

－－－ⅠaAD60.056.030.177.021.113PS,965KS1LE～1KE531S175KS

－－－ⅣaAD42.012.092.056.066.02KE631S275KS

－－－ⅠaAD12.031.081.005.067.02KE931S375KS

52711C,JⅡbAD41.093.049.036.052.13LE～3KE141S475KS

SK575 S581 EK5～EL5 SB09-P02 SK612 0.39 (0.35) 0.21 0.14 0.17 D C a Ⅶ － － －

－－－ⅣeAD72.091.092.065.038.06KE700C675KS

－－JⅢeAC90.162.092.010.153.16KE900C775KS

SK578 C069 EK6～EL6 SK638,SB09-P03 SI36 (0.42) 0.32 0.27 0.25 0.05 D A a Ⅰ － － －

－－IⅣbCC31.061.052.032.053.043IS6KE321C975KS

SK580 C162 EK6 SB09-P04,SI34 SI34 (0.28) (0.11) (0.22) (0.07) 0.05 － － － Ⅰ J － －

－－－ⅣeCC31.032.053.038.081.1285KS,63IS,53IS6KE281C185KS

－－－ⅡbCC41.022.093.054.065.053IS,185KS,63IS6KE781C285KS

－－－Ⅶb－D81.041.071.022.092.06KE275S385KS

－－－ⅠeAD42.011.031.062.093.053IS,43IS,63IS6KE600C485KS

－－H,JⅠaAD11.002.054.005.016.040P-90BS6KE040C585KS

SK586 C265 EK6～EK7 SK243 SI36 1.21 (1.15) (1.01) 0.99 0.14 － － a Ⅰ － － －

－－PⅥaAD82.071.012.096.098.0885KS1LE251S785KS

－－KⅠaAD-31.031.028.072.1785KS1LE351S885KS

－682S,K,P,H,JⅦaAD51.0)03.0(87.0)54.0(69.073PS2LE～1LE451S985KS

－－－ⅠaAD01.045.026.097.068.0195KS4LE～3LE561S095KS

－－－ⅠaAD80.0)75.0(96.0)28.0(98.0095KS4LE～3LE661S195KS

－－KⅠaAD61.022.004.045.046.04LE761S295KS

－－－ⅠaAD21.080.011.032.032.04LE861S395KS

－－－ⅠaAD71.091.062.043.063.04LE171S495KS

－－－ⅠaCC31.003.005.024.085.04LE771S595KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 39 土坑一覧表（８） 



遺構一覧表　27

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

－－－ⅡaAD71.061.052.066.058.0795KS4LE193S695KS

－－－ⅦaCC50.0)34.0(05.0)05.0(55.0695KS4LE565S795KS

05711S,JⅦbAD14.036.027.087.088.04LE961S895KS

－－KⅠaCC32.012.014.0)65.0()69.0(106KS,93PS4ME～4LE971S995KS

－－SⅡaAD82.012.092.015.016.04ME～4LE081S006KS

SK601 S513 EL4～EM4 SP39 SK599 0.68 0.45 0.11 0.10 0.42 C A a Ⅶ P － －

－－－ⅦaAD13.031.061.003.003.04ME～4LE555S206KS

－－JⅦaAD52.095.027.068.050.1066KS4ME～4LE181S306KS

－－P,H,JⅦaCC01.039.055.132.100.263DS5ME～4LE535S406KS

－－－ⅦaCC11.002.0)46.0(53.0)27.0(20P-90BS5LE575S506KS

SK606 S577 EL5 SB09-P02,SK610 SI33-P05 (0.62) 0.27 (0.54) 0.13 0.12 C C a Ⅶ － － －

－－－ⅢaAD53.072.043.045.007.05LE481S706KS

－－JⅠaAD51.060.021.063.044.05LE981S806KS

－－－ⅠaAD01.022.013.004.084.05LE491S906KS

－－－ⅦcAD51.080.090.072.013.0606KS5LE675S016KS

－－－ⅦaCC31.011.041.072.053.05LE975S116KS

－－－ⅦaAC51.001.081.052.0)34.0(575KS5LE285S216KS

－－－ⅦaCD31.021.012.0)23.0(73.06LE～5LE385S316KS

－－－ⅦaCC91.032.085.053.048.0636KS,20P-90BS6LE～5LE475S416KS

966KS,73IS5ME～5LE791S516KS － － － － － － － － － J － －

－－－Ⅰa－－60.031.0)45.0(42.0)66.0(376KS,80P-90BS6LE720C616KS

SK617 C002 EL6 SB09-P10,SB09-P09 SI34，SK628,SK629 2.32 0.92 1.57 0.58 0.19 B2 B2 e Ⅳ H － －

－－K,HⅣeCC51.002.004.014.075.0036KS,30P-90BS6LE410C816KS

－－－ⅠaCC60.021.042.002.013.06LE610C916KS

－－－ⅠaAD81.002.052.082.023.06LE710C026KS

－－－ⅠaAD31.091.082.013.034.0136KS,626KS6LE810C126KS

－782IⅠbCC61.052.023.053.015.0626KS,40P-33IS6LE910C226KS

－－－ⅢcAD31.011.080.052.003.06LE420C326KS

－－PⅡbAD51.071.042.073.014.06LE520C426KS

－－－ⅠcAD81.080.051.042.052.06LE030C526KS

SK626 C037 EL6 SK621 SK622 0.66 0.45 0.57 0.31 0.12 C C b Ⅰ － － －

－－－ⅠcCC21.090.031.091.092.06LE760C726KS

－－－ⅠaCC90.031.051.071.062.0716KS6LE860C826KS

SK629 C073 EL6 SK617 SI34-壁際溝 0.20 0.12 0.12 0.04 0.16 C C c Ⅰ － － －

－－－ⅠaCC21.0)21.0()81.0()61.0()33.0(30P-90BS,816KS6LE081C036KS

－－PⅠbCC12.011.042.003.043.0126KS,80P-90BS6LE181C136KS

－－－ⅠaAD60.080.090.081.081.06LE291C236KS

－－－ⅠbAD11.061.071.052.062.06LE391C336KS

－－－ⅢbCC01.021.0)22.0(81.0)62.0(6LE491C436KS

－－－ⅦaAD80.031.002.053.014.06LE965S536KS

SK636 S573 EL6 SB09-P02 SK614 0.44 (0.43) 0.32 0.26 0.08 C C a Ⅶ － － －

－－HⅥaCD02.021.052.043.024.06LE485S736KS

－－H,JⅠeCD81.031.041.052.064.0875KS6LE～6KE500C836KS

－－－Ⅲb－－70.0)11.0(02.0)32.0(03.06LE060C936KS

－－－ⅠaCC80.090.002.081.082.043IS,01P-90BS6LE790C046KS

－－－ⅠaAD11.012.012.083.004.06LE881C146KS

SK642 欠番 － － － － － － － － － － － － － － －

－－K,H,JⅠbCD31.081.052.003.043.01ME122S346KS

－782FⅠa2A2B41.071.032.037.030.11ME322S446KS

－－JⅢⅤCD62.002.023.084.055.01ME022S546KS

－－K,HⅠaAD31.031.052.094.035.02ME612S646KS

－－C,H,JⅠaAD91.063.064.066.066.02ME812S746KS

－－－ⅠaAD01.002.052.013.033.02ME～1ME912S846KS

－－S,K,P,JⅢaCD92.064.074.067.028.03ME～2ME312S946KS

－782H,JⅡaAD02.072.024.077.073.14ME～3ME802S056KS

－－－ⅠaAD32.022.052.063.064.03ME012S156KS

SK652 S211 EM3 SK653 SP44 1.69 1.41 0.36 0.18 0.21 D A b Ⅱ J,S － －

－－－ⅠaAD60.032.062.073.004.0256KS3ME212S356KS

－－－ⅠaAD60.061.081.023.073.03ME422S456KS

－－－ⅠaCC61.043.056.074.097.04ME～3ME293S556KS

－－－ⅠaAD61.051.061.013.063.03ME594S656KS

－－H,JⅣbAD72.054.006.028.019.03ME902S756KS

05711Y,S,JⅢaCC51.092.032.165.074.14ME493S856KS

05882P,H,JⅢbAD82.016.027.087.038.04ME393S956KS

－－－ⅥbCC53.0)41.0(82.0)03.0(34.0306KS4ME655S066KS

－－JⅦbAD22.001.071.022.032.0466KS4ME755S166KS

－－－ⅦaAC83.051.032.073.076.0366KS4ME065S266KS

－－－Ⅶ－－C31.080.021.0)33.0(83.0266KS4ME665S366KS

－－－ⅦaCC60.001.0)31.0()02.0(22.0166KS4ME765S466KS

－－－ⅦaAD50.021.041.032.003.04ME865S566KS

－－JⅦaAD51.051.002.092.063.05ME～4ME855S666KS

－－－明不bCC41.002.067.094.028.05NE～5ME622S766KS

－－－ⅠbAD50.093.054.064.035.073IS5ME722S866KS

SK669 S454 EL5～EM5 SK615,SI37-カマド SI37 － － － － 0.10 － － － － J,P,K,L 289 －

－－－ⅠaBD90.071.032.013.034.06ME330C076KS

SK671 欠番 － － － － － － － － － － － － － － －

－－－ⅦaCD90.0)02.0()06.0()72.0()00.1(6ME806S276KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 40 土坑一覧表（９） 
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新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

SK673 C026 EL6
SK616,SB09-P07，
SB09-P07

1.35 0.28 1.06 0.22 0.04 － － a Ⅰ － － －

－－－ⅠbCC90.012.074.023.026.004DS,04DS6ME091C476KS

－－－ⅠaCC41.024.075.075.088.093DS6ME～6LE591C576KS

－－H,JⅦeAD13.031.051.025.056.0776KS7ME～6ME606S676KS

－982S,P,H,JⅥb1B1B28.096.097.029.050.1676KS7ME～6ME706S776KS

－－JⅦe2B2B52.0)74.0()87.0()35.0()29.0(7ME～6ME906S876KS

－－PⅦaCD60.041.052.092.004.07ME106S976KS

－－－ⅠaAD11.092.063.083.084.01NE922S086KS

－－－ⅢaAD71.041.061.053.064.01NE032S186KS

－－－ⅠbAD91.012.032.082.003.02NE～1NE232S286KS

－－－ⅠaAD70.051.081.042.052.02NE732S386KS

－－HⅠeAD81.040.050.002.002.02NE042S486KS

－－－ⅠbAD51.050.001.052.0)52.0(196KS2OE～2NE242S586KS

－－－ⅠaAD-09.001.091.002.02NE693S686KS

－－S,JⅠaAD32.011.011.022.032.02NE793S786KS

－－S,JⅠcAD32.021.002.0)62.0(63.084PS2NE334S886KS

－－－Ⅰe2A2B12.061.002.092.063.010P-60AS2NE632S986KS

－－－ⅢbAD81.032.052.033.073.03NE～2NE134S096KS

－－K,HⅡbAD53.095.076.067.029.0586KS2OE～2NE142S196KS

－－TⅠaAD51.021.031.072.082.03NE452S296KS

－－－Ⅰb1A1B51.061.081.052.072.03NE552S396KS

－－－ⅠaAD01.061.002.003.043.03NE652S496KS

－－－Ⅰb2B2B70.071.003.062.073.03NE062S596KS

－－－ⅠaCC70.011.091.032.013.03NE162S696KS

－－－ⅠaAD51.021.091.052.023.03NE262S796KS

－－KⅠaAD70.052.023.063.044.03NE362S896KS

－－－ⅡaAD21.051.081.082.033.03NE462S996KS

－－JⅡaAD61.026.036.028.009.0107KS3NE562S007KS

－－－ⅡbAD51.0)03.0(04.0)54.0(26.0007KS3NE662S107KS

－－－ⅢbCC12.0)71.0(42.0)81.0(05.0708KS3NE993S207KS

－－－ⅠeC2B21.031.062.0)03.0(64.020P-60AS3NE004S307KS

－－－ⅠaAD11.001.011.022.032.083IS3NE852S407KS

－－－ⅠaAD80.051.091.032.013.05NE～5ME072S507KS

－－－ⅢbCC60.031.081.032.073.05NE172S607KS

－－HⅢaAD31.092.054.064.005.014DS5NE372S707KS

－092S,H,JⅢaCC61.013.0)55.0(36.0)46.0(5OE～5NE472S807KS

－－－ⅡaAC71.061.061.032.013.0408KS5NE094S907KS

－－－明不bCC01.0)21.0(81.0)81.0(62.05NE885S017KS

－－KⅦbCC41.0)01.0(31.0)02.0(82.05OE～5NE915S117KS

－－－ⅦaAD32.0)01.0()83.0()91.0(66.0408KS6NE785S217KS

－－HⅦaAD21.0)21.0(42.0)91.0(24.06NE116S317KS

－－SⅠaAD61.070.011.092.014.01OE772S417KS

－－KⅢaAD12.041.081.003.063.01OE872S517KS

－892S,T,K,P,HⅠaCC42.009.031.200.572.72PE～02OD972S617KS

－－－ⅦaCD71.031.044.011.163.12OE282S717KS

－－－ⅠaAD11.090.001.091.012.02OE482S817KS

－－JⅡb－D42.031.052.003.023.02OE682S917KS

－－－ⅠaAC81.021.031.082.074.0037KS2OE013S027KS

－－－ⅠaCC81.061.042.092.083.0037KS2OE113S127KS

－－－ⅠaAD91.001.011.082.013.055PS2OE544S227KS

－－－ⅠbAD22.090.001.052.033.083IS2OE404S327KS

－－TⅡaCC02.070.041.023.084.03OE492S427KS

SK725 S296 EO3 SP60 SK726,SK746 0.79 0.43 0.08 0.07 0.28 C A e Ⅰ － － －

SK726 S297 EO3
SK725,SP60,SK745,SK
746

SI38 (0.16) (0.15) － － (0.05) － － － Ⅶ － － －

－－－ⅠaCC70.060.021.082.083.03OE992S727KS

－－－ⅠaCC21.070.051.014.024.03OE003S827KS

－－－ⅠbAD61.002.072.082.004.0037KS3OE913S927KS

SK730 S307 EO2～EP3

SB08,SK720,SK721,SK
729,SI38,SK740,SK74
8,SK775,SK780,SK795
,SK796

SK741,SK747,SK749,S
L04

3.53 0.81 3.14 0.67 0.12 C C a Ⅰ － － －

－－TⅠaAD80.085.047.066.028.03OE023S137KS

－－－ⅠaAD60.091.062.004.034.03OE123S237KS

－－－ⅢcAD22.081.092.064.016.03OE323S337KS

－－PⅠaAD11.090.031.002.023.03OE523S437KS

－－－ⅠcAD01.090.021.082.023.03OE623S537KS

－－－ⅠaCC81.071.022.012.023.03OE723S637KS

－－－ⅠbAC41.011.011.052.066.03OE823S737KS

－－－ⅡaAC22.071.0)22.0(62.055.070P-80BS3PE～3OE233S837KS

－－S,K,PⅡbAC72.053.005.056.047.0918KS,247KS,83IS3OE204S937KS

－－－ⅠaAD21.052.072.073.074.0947KS,037KS3OE014S047KS

－－－ⅠaCC41.090.002.051.072.0037KS3OE114S147KS

SK742 S442 EO3 SK739 SI38,SK819 0.55 (0.33) 0.41 (0.30) 0.19 D A b Ⅱ － － －

－－－ⅠaCC41.084.006.015.097.0918KS,447KS,83IS3OE344S347KS

SK744 S444 EO3 SK743 SI38 0.47 (0.40) (0.37) 0.28 0.17 C C a Ⅱ － － －

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 41 土坑一覧表（10） 



遺構一覧表　29

新 旧 長軸長 短軸長 長軸長 短軸長
平面
形

底面
形

断面
形

埋土

－－－ⅠcAD71.011.021.043.073.006PS,627KS,83IS3OE744S547KS

SK746 S448 EO3 SK725 SK726 0.41 0.28 0.29 0.20 0.16 C C a Ⅰ － － －

－－－ⅦaAD70.0)80.0(52.0)81.0(53.0037KS3OE225S747KS

－－－ⅦaCC70.023.093.084.085.0037KS3OE725S847KS

－－－ⅦaCC90.012.033.003.0)23.0(047KS,037KS,50P-83IS3OE035S947KS

－－－ⅠbCD12.061.081.062.053.03OE403S057KS

－－－Ⅳa1B2B41.015.065.056.057.036PS4OE～3OE392S157KS

－－SⅠaAD71.091.032.052.072.03PE～3OE713S257KS

－－－ⅠbAD90.031.031.081.032.0457KS3PE～3OE183S357KS

－－－ⅠbAC31.090.001.042.062.0357KS3PE～3OE283S457KS

－－－ⅠaAD11.034.005.007.0)67.0(4OE533S557KS

－－KⅢaAD11.052.054.046.018.04OE933S657KS

－－－ⅢaCC11.091.0)06.0(55.0)77.0(4OE143S757KS

－－－ⅦaAD02.041.061.042.003.04OE433S857KS

－092S,H,JⅢbAD22.0-)38.1()87.0()19.1(5OE572S957KS

－－K,HⅠeCD22.051.071.073.075.01PE543S067KS

－－－－－－D90.093.074.005.025.0267KS1PE643S167KS

－－－ⅠaAD50.081.091.004.004.0167KS1PE743S267KS

－－－ⅠaAD21.051.081.092.003.02PE324S367KS

－－－ⅠaCC61.073.014.094.055.0767KS1PE524S467KS

－－－ⅠbCC70.061.013.091.014.0767KS1PE624S567KS

－－－ⅠaAD60.052.003.073.024.0767KS1PE724S667KS

SK767 S434 EP1 SK764 SK765，SK766 2.08 1.16 1.84 0.94 0.06 C C a Ⅰ K 291 －

－－－ⅠaAD11.011.061.051.022.02PE353S867KS

－－JⅠcAD51.070.021.002.072.02PE453S967KS

－－－ⅠaAD12.021.071.042.062.02PE553S077KS

－－KⅠcAD71.021.041.052.003.02PE753S177KS

－－－ⅡaCC60.031.012.091.082.02PE953S277KS

－－－ⅠaCC70.011.041.081.022.02PE063S377KS

－－－ⅠaAD61.021.081.052.062.02PE863S477KS

－－－ⅠeAD11.090.051.014.084.0037KS2PE914S577KS

－－－ⅠaAD21.011.041.032.062.02PE024S677KS

－－－ⅠaAD01.060.031.002.052.02PE124S777KS

－－－ⅠbAD31.021.041.071.022.02PE224S877KS

－－KⅠbAD32.071.002.082.033.02PE463S977KS

－－TⅠbAC71.031.002.012.052.0037KS2PE～2OE814S087KS

－－－ⅢaCC41.015.0)35.0()85.0(56.0287KS2QE～2PE473S187KS

－192S,HⅠbCC81.096.053.118.084.1187KS2QE～2PE573S287KS

－－－ⅠaAD61.080.052.052.082.03PE～2PE363S387KS

－－－ⅠbAD31.0)61.0(91.0)42.0(23.03PE～2PE173S487KS

－－－ⅢaAD12.081.002.014.034.080TS3PE613S587KS

－－－ⅠbCC91.041.002.053.073.03PE563S687KS

－－－ⅠaAD90.091.0)32.0()03.0(23.050P-80BS3PE763S787KS

－－－ⅠbAD31.051.071.012.032.03PE963S887KS

－－－ⅠbAD31.041.022.052.003.03PE973S987KS

－－－ⅢbAD90.044.005.055.026.03PE383S097KS

－－－ⅠbCD02.071.012.032.082.03PE483S197KS

－－PⅡaAC72.012.092.033.074.0397KS3PE783S297KS

－－－ⅡaAD32.041.012.043.0)53.0(297KS3PE883S397KS

－－－ⅢbAD81.051.081.022.072.03PE983S497KS

SK795 S413 EP3 SB08-P04 SK730 0.30 0.24 0.14 0.08 0.16 D A c Ⅲ － － －

－－－ⅠaAD81.051.002.072.004.0037KS3PE414S697KS

－－－Ⅰ－AD02.050.090.003.033.03PE093S797KS

91.032.053.000.103.11QE～1PE843S897KS － － － － P,K,T － －

－－－ⅠaAD21.044.065.057.039.02QE～1QE943S997KS

－－－ⅠbCC11.055.0)91.1(85.0)74.1(2QE424S008KS

－－－ⅠaAD55.001.051.002.012.02QE053S108KS

－－KⅦ－－C51.0)34.0(16.047.0)38.0(2QE673S208KS

－－－ⅠaCC01.051.071.082.043.02PE～2OE313S308KS

－H,JⅢaAD42.0)39.0()74.3()80.1()08.3(217KS,907KS6NE～5ME822S408KS －

－－－ⅠbAD60.091.041.032.052.083DS6LE691C508KS

－－－ⅦaCC41.0)21.0()22.0()03.0()83.0(07PS,73IS5ME945S608KS

SK807 S247 EN3 SA06-P03 SK702 0.68 0.47 0.56 0.35 0.32 C C a Ⅱ I － －

－292K,JⅥ－－D02.094.056.076.057.0118KS02ID～02HD884S808KS

－－－ⅢbAD91.081.081.003.003.0118KS02HD074S908KS

－－－ⅠbAD12.091.002.034.074.0118KS02HD～91HD794S018KS

SK811 S065 DH19～DI20 SK808 SP71,SK809,SK810 2.14 1.56 1.92 1.44 0.12 B2 B2 b Ⅰ J,P,K 292 －

－－－ⅦbCC70.081.081.081.023.0318KS,83IS3OE145S218KS

SK813 S542 EO3 SI38-炉,SK812 SI38 0.45 0.25 0.32 0.18 0.11 C C b Ⅶ － － －

－－S,JⅢbAD73.005.005.016.077.037PS,43IS6KE951C418KS

SK815 C121 EK6 SB09-P05 SI34 0.30 0.26 0.17 0.17 0.16 D A a Ⅰ － － －

－－JⅠa－－50.0)53.0()15.1()94.0()46.1(93DS6ME130C618KS

SK817 C161 EK6 SB09-P04,SI34 SI34 0.36 (0.17) 0.21 (0.12) 0.10 － － a Ⅲ － － －

－－JⅠaAC90.051.091.052.082.093IS5NE～4NE634S818KS

SK819 S539 EO2～EO3
SI38,SK739,SK742,SK74
3,SK820

－ － － － 0.05 C C b Ⅶ J － －

－－－ⅦbAD62.090.001.052.003.0918KS,83IS3OE045S028KS

遺構
番号

調査時
番号

検出
グリッド

重複関係 上端規模(m) 下端規模(m)
深さ
(m)

遺構属性分類
出土
遺物

挿図
番号

図版
番号

表 42 土坑一覧表（11） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

1 SZ01-周溝1 c
須恵器
蓋

口径(11.6)
やや
粗

良好
にぶい橙色
(5YR7/4)

内外面回転ﾅﾃﾞ､天井部外
面回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－21地在

2
SZ01-墳丘
EB6,EC6

1･2
Ⅱ

須恵器
長頸壺

口径10.1
やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ 在地

体部外面櫛描波状文､外
面煤付着

12 66

3
SZ01-周溝1
EB7

d
Ⅱ

須恵器
壺

底径(10.1) 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
下部静止ﾍﾗｹｽﾞﾘ

底部内面自然釉付着 12 －

4 SZ01-周溝1 2
須恵器
甕

－ 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
外面格子状ﾀﾀｷ目､内面当
て具痕

13 －

5 SZ01-墳丘 1
土師器
長胴甕

口径(15.0) 粗 良好
灰黄褐色
(10YR6/2)

外面ﾊｹ目(7本/8mm)､口縁
部内面ﾅﾃﾞ､頸部内面：指ｵ
ｻｴ､体部内面板ﾅﾃﾞ

13 60

8
SZ02-周溝
ED4

a
Ⅲa

須恵器
甕

－ 密 良好
灰オリーブ色

(5Y6/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ

頸部外面櫛状工具によ
る連続刺突及び2条沈線

14 －

9 SZ03-墳丘 e
弥生土器
鉢

口径(9.1) 密 良好
灰黄褐色～明黄褐色
(10YR6/2～5YR7/6)

内外面ﾅﾃﾞ､体部内面上部
指ｵｻｴ

口縁部外面沈線 15 59

10 SZ03-周溝2 4
須恵器
甕

－
やや
粗

不良
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面平行ﾀﾀｷ目､内面ﾅﾃﾞ
及びアテ具痕

外面横位２条沈線 15 －

11 SZ05-周溝 b
弥生土器
高坏

－ 密 良好
褐灰色～橙色(10YR6/1～

7.5YR6/6)
外面ﾅﾃﾞ､内面不明 外面に赤彩 19 59

12 SZ05-周溝 c
弥生土器
高坏

－ 密 良好
にぶい橙色
(7.5YR7/4)

9591彩朱面外ﾞﾃﾅ面外内

13 SZ05-周溝 b
弥生土器
高坏

－ 密 良好
橙色～にぶい黄橙色
(5YR7/8～10YR7/2)

9591彩朱面外内ﾞﾃﾅ面外内

14 SZ05-周溝 a
弥生土器
壺

口径(10.0)
器高13.8

密 良好
浅黄橙色～赤黒色

(7.5YR8/3～2.5YR2/1)
外面ﾊｹ目､口縁部～頸部内
面ﾊｹ目､体部内面ﾅﾃﾞ

丸底 19 59

15
SZ06-墳丘
EB8

1
Ⅱ

須恵器
坏蓋

口径(11.2)
器高(3.7)

やや
粗

良好
にぶい橙色
(5YR6/4)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗ切り

21 －

16 SZ06-墳丘 1
須恵器
広口壺

口径7.8
底径5.8
器高5.0

密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後板で調整､体
部外面下部回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛 ミニチュア 21 10

17 SZ06-周溝 a･ｂ･1
須恵器
壺

－ 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
下部回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

体部外面上部自然釉付
着

21 －

18 SZ07-主体部 b
縄文土器
深鉢

－ 密 良好
褐灰色

(7.5YR4/1)
外面ﾅﾃﾞ､内面貝殻条痕

口縁端部内外綿貝殻刺
突､外面沈線文

23 59

19 SZ07-墳丘 c
須恵器
坏蓋

口径(10.4)
器高(3.4)

密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
－32ﾞﾃﾅ転回面外内

20
SZ07-墳丘
EC13

a
Ⅱ

須恵器
蓋

口径(12.2) 密 不良
灰白色

(10YR8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

23 －

21 SZ08-主体部 1･c
弥生土器
壺

－ 密 良好
橙色

(2.5YR6/8)
外面ﾊｹ目及びﾐｶﾞｷ､内面ﾊｹ
目

25 －

22 SZ08-周溝1 2
須恵器
短頸壺

口径7.0
底径4.2
器高5.2

密 良好
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

25 －

23
SZ08-主体部
EC7,EC9

3
Ⅱ

須恵器
甕

－ 密 良好
灰白色
(10Y8/2)

外面平行ﾀﾀｷ目､内面板状
工具による当て具ﾅﾃﾞ消し

外面自然釉付着 25 －

25 SZ09-周溝 c
須恵器
蓋

口径(14.6)
やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y6/2)
－62ﾞﾃﾅ転回面外内

26 SZ09-周溝 d
須恵器
坏身

口径(9.7)
器高3.6

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－62衛須濃美

27 SZ09-周溝 e
須恵器
高坏

脚径(11.5)
やや
粗

良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
－62ﾞﾃﾅ転回面外内

28 SZ09-周溝 c
須恵器
広口壺

口径(11.4) 密 不良
灰白色
(5Y8/1)

－62ﾞﾃﾅ転回面外内

29 SZ09-周溝 g
土師器
甕

－ 粗 良好
にぶい黄橙色～明黄褐色
(10YR7/2～10YR7/6)

外面ﾊｹ目､内面板ﾅﾃﾞ 内面に縦位の沈線 26 －

31 SZ11-周溝2 d
縄文土器
深鉢

－ 密 良好
橙色

(5YR7/6)
内外面ﾅﾃﾞ 船元Ⅰ式 波状口縁 29 59

32 SZ11-周溝2 d
縄文土器
深鉢

－ 密 良好
灰黄褐色
(10YR4/2)

内外面ﾅﾃﾞ 中期後半 外面列点文・沈線文 29 59

33 SZ11-周溝2 c
須恵器
坏蓋

脚径(15.0)
やや
粗

良好
灰白色
(5Y8/2)

－92ﾞﾃﾅ転回面外内

34 SZ11-周溝2
底面直
上

須恵器
無蓋高坏

口径(17.0) 密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
－92ﾞﾃﾅ転回面外内

35
SZ11-周溝2
SB04-基壇

c
1

須恵器
横瓶

－ 密 良好
にぶい黄橙色～褐灰色
(10YR7/2～10YR5/1)

内外面回転ﾅﾃﾞ､外面ｶｷ目 外面自然釉付着 29 －

37
SZ12
SZ12-主体部

1
1

縄文土器
深鉢

口径(12.6) 粗 良好
明褐色

(7.5YR5/6)
口縁部～体部外面単節縄
文､口縁部～体部内面ﾅﾃﾞ

半隆起線による区画文､
垂下文

31 55

38 SZ12 e
縄文土器
浅鉢

口径7.0
底径6.6
器高4.2

やや
粗

良好
黒色

(10YR2/1)
内外面ﾅﾃﾞ

沈線やヘラ状工具によ
る連続刻み､半截竹管状
工具による押引き沈線

31 51

40 SZ13-周溝 底･ｃ･i
弥生土器
有段口縁壺

口径(9.0) 蜜 良好
橙色

(7.5YR7/6)
不明

弥生末～
古墳初頭

口縁部内外面及び体部
外面朱彩､口縁部外面擬
凹線文

33
11・
51

41 SZ13-周溝 底
弥生土器
高坏

口径(20.5)
脚径(10.2)
器高(15.9)

やや
粗

良好
黄褐色

(10YR7/6)

口縁部～頸部内外面及び
脚部内面ﾍﾗﾐｶﾞｷ､体部内外
面ﾐｶﾞｷ

弥生末～
古墳初頭

杯部の内外面及び脚部
外面に赤彩

33
11・
51

42 SZ15-周溝 1･m･j
弥生土器
鉢

口径(14.3) 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/2)

7563ﾞﾃﾅ面外内

表 43 土器観察表（１） 



遺物一覧表　31

掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

43 SZ15-周溝 －
須恵器
甕

－ 蜜 不良
浅黄橙色
(10YR8/3)

体部外面平行ﾀﾀｷ､体部内面
同心円当て具痕後ﾅﾃﾞ

36 －

44
SZ15-周溝
BM7
BM8

1
Ⅰ･Ⅱ
Ⅱ

須恵器
甕

口径(15.0) 蜜 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)

体部外面平行ﾀﾀｷ目､口縁部
～頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体部
内面同心円当て具痕

美濃須
衛

36 58

46 SZ16-周溝 5
須恵器
蓋

－ 蜜 不良
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

－93ﾞﾃﾅ転回面外内

47 SZ16-周溝
底面直
上

弥生土器
不明

口径(8.0)
やや
粗

良好
橙色

(5YR6/6)
－93明不

48 SZ16-周溝
底面直
上

弥生土器
鉢

－ 蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

不明
横位櫛描文､ヘラ状工具
による連続刻み

39 57

49
SZ16-周溝
BL9

1･c
Ⅰ

弥生土器
鉢

口径(12.0) 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

2593斑黒面外部体ﾞﾃﾅ面外内

50 SZ16-周溝 g
弥生土器
壺

底径2.4 蜜 良好
灰白色

(10YR8/2)
7593明不

51
SZ16
BM9

1
Ⅱ

弥生土器
有段口縁鉢

口径(23.9)
やや
粗

良好
灰黄褐色
(10YR6/2)

坏部外面ﾅﾃ ･゙ﾐｶﾞｷ､脚部外面不
明､坏部内面不明､脚部内面ﾅﾃﾞ

脚部三方透かし 39
52・
57

52
SZ16
SZ16-周溝

1
e

弥生土器
高坏

口径(25.0)
脚径(13.0)
器高(19.6)

やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
脚部外面不明､坏部内外面ﾐ
ｶﾞｷか､脚部内面ﾅﾃﾞ

脚部三方透かし 39 52

54 SZ17-周溝 a
灰釉陶器
碗

底径(5.7) 蜜 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
底部外面回転糸切後一部ﾅ
ﾃﾞ､内外面回転ﾅﾃﾞ

底部内面及び高台摩耗 41 58

55 SZ19-周溝 1
弥生土器
高坏か

－
やや
粗

良好
灰白色

(10YR8/2)
－54明不

56 SZ19-周溝 b
弥生土器
高坏か

－
やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

－54明不

57 SZ19-周溝 b
弥生土器
装飾器台

－ 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

7554ﾞﾃﾅ面内､明不面外

58 SZ20 a
弥生土器
壺か鉢

脚径(6.3) 蜜 良好
灰白色

(10YR8/2)
外面不明､内面ﾅﾃﾞ 脚台部 47 －

59 SZ23-周溝 g
弥生土器
不明

－
やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

－35明不

60 SZ23-周溝 f
弥生土器
不明

－
やや
粗

良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
－35明不

61
SZ23-周溝
BM8

1
Ⅱ

須恵器
甕

口径(18.4) 蜜 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)

口頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体部
外面の叩き目不明瞭､体部
内面当て具痕

口縁部～頸部内面及び
体部外面自然釉付着

53 58

62

SZ23
SZ23-周溝
SZ15
BN7,BM8
BN10

1･a･d
1･2
1

Ⅰ･Ⅱ
Ⅱ

須恵器
短頸壺

口径(8.8)
底径11.2
器高18.5

蜜 良好
灰黄色

(2.5Y6/2)
体部外面下半及び底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､内外面回転ﾅﾃﾞ

在地
体部上半外面及び体部
下半一部に自然釉付着

53 51

64 SZ24-周溝 i･底
弥生土器
甕

口径(13.0)
やや
粗

良好
橙色

(7.5YR7/6)
体部外面不明､口縁部内外
面ﾅﾃﾞ､体部内面指ｵｻｴ

外面煤付着 56
14・
57

65 SZ24-周溝 i
弥生土器
甕

底径4.0
やや
粗

良好
褐灰色

(7.5YR6/1)
底部外面及び体部内外面ﾅ
ﾃﾞ､底部内面ﾅﾃﾞ指ｵｻｴ

体部外面煤付着 56
14・
57

66 SZ24-主体部 底
弥生土器
甕

－
やや
粗

良好
黄橙色

(10YR8/6)
－65明不

67 SZ24-主体部 2
弥生土器
甕

－ 蜜 良好
橙色

(7.5YR7/6)
不明

横位櫛描文､同様の工具
による連続刻み

56 57

68 SZ24-周溝 ｊ･底
弥生土器
甕

口径20.0
底径5.0
器高28.0

やや
粗

良好
橙色

(7.5YR6/6)

口縁部～体部上半外面ﾊｹ
目､底部外面布目状圧痕､内
面不明

在地
内面コゲ付着､体部と頸
部外面の境に横位の櫛
描文､連続刺突

56
14・
51

69 SZ24-周溝 底
弥生土器
鉢

口径(15.6) 蜜 良好
褐灰色

(10YR5/1)
口縁部内外面ﾅﾃﾞ､体部外面
ﾊｹ目､内面指ｵｻｴ後ﾅﾃﾞ

口縁部外面煤付着 56
14・
52

70 SZ24-周溝 底
弥生土器
鉢

口径(17.2)
蜜 良好

橙色
(7.5YR7/6)

口縁部内外面ﾅﾃﾞ､体部外面
不明､体部内面指ｵｻｴ

体部外面煤付着､横位櫛
描文､連続刺突

56
14・
57

71 SZ24-周溝
e･i･ｋ･

底
弥生土器
鉢

底径3.0 蜜 良好
にぶい橙色
(7.5YR7/4)

外面不明､体部内面ﾅﾃﾞ､底
部内面ﾅﾃﾞ･指ｵｻｴ

外面煤付着､底面外面摩
耗

56
14・
52

72 SZ24-主体部 6
弥生土器
壺

－ 蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

不明
体部外面黒斑､体部外面
上半に赤彩

56 －

73 SZ24-周溝 g
弥生土器
壺

底径(5.4) 蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

底部外面ﾅﾃﾞか､体部外面ﾐ
ｶﾞｷか､底部内面指ｵｻｴ

56 －

74 SZ24-周溝 底
弥生土器
器台

口径16.4
脚径(12.6)
器高13.5

蜜 不良
浅黄橙色
(10YR8/4)

脚部外面ﾐｶﾞｷか､坏部内外
面不明､脚部内面ﾅﾃﾞ

脚部三方向透かし 56 53

75 SZ24 Ⅰ
須恵器
坏

底径(7.0) 蜜 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
底部外面ﾍﾗ切り未調整､内
外面回転ﾅﾃﾞ

底部外面摩耗 56 －

76
SZ24-周溝
BM7

I
Ⅱ

須恵器
甕

口径(25.2) 蜜 不良
にぶい橙色
(7.5YR7/4)

8565ﾞﾃﾅ転回面外内

78 SZ26-周溝 j
縄文土器
深鉢

底径(6.2)
やや
粗

良好
橙色(7.5YR6/6)
黒褐色(7.5YR3/1)

体部外面縄文か､底部内外
面及び体部内面ﾅﾃﾞ

59 55

79 SZ28-周溝 8
弥生土器
壺

口径(12.2) 蜜 良好
黄橙色

(10YR8/6)
体部外面ﾐｶ ｷ､口縁部内外面
ﾐｶﾞｷ､体部内面指ｵｻｴ後ﾅﾃﾞ

62
15・
57

80 SZ28 1
土師器
甕

－
やや
粗

良好
浅黄橙色
(7.5YR8/6)

体部外面ﾊｹ目､体部内面不
明

62 －

表 44 土器観察表（２） 



32　第３章　調査の成果

掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

81 SZ28-周溝 1
土師器
甕

底径(8.0)
やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y6/2)
－26ﾞﾃﾅ面内､)mc1/条7(目ｹﾊ面外

82 SZ28 b･e
須恵器
蓋

口径(18.8) 蜜 不良
浅黄橙色
(7.5YR8/3)

天井部外面回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､内外
部回転ﾅﾃﾞ

62 －

83 SZ29-周溝 p
弥生土器
鉢

－ 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

体部外面上半ﾐｶﾞｷか､体部外
面下半ﾊｹ目､内面不明

体部外面煤付着､横位櫛
描文､連続刻み

65 57

84 SZ29-周溝
19･i･j･

k
弥生土器
高坏

口径(22.0)
脚径(12.4)
器高(15.4)

蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

脚部外面ﾅﾃﾞか､坏部内外面
不明､脚部内面不明

法仏式～
月影式

坏部外面に黒斑､脚部三
方透かし

65
53・
57

85 SZ29-周溝 c
弥生土器
器台

口径(17.0)
脚径(12.0)
器高10.4

蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

脚部外面ﾐｶﾞｷか､坏部内外面
不明､脚部内面不明

脚部四方透かし 65 53

86 SZ32-周溝 e
弥生土器
壺

口径(9.3)
底径2.0
器高14.1

蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

口縁部内外面及び体部外面ﾐ
ｶﾞｷ､体部内面上半指ｵｻｴ､体
部内面下半及び底部内面ﾅﾃﾞ

72 52

87 SZ32 d
弥生土器
壺

底径(2.0) 蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

外面ﾐｶﾞｷか､内面不明 外面黒斑 72 57

88 SZ32-主体部 2･3･4
弥生土器
高坏

口径(21.8) 蜜 良好
褐灰色

(10YR6/1)
杯部内外面及び脚部外面不
明､脚部内面ﾅﾃﾞ

72 57

89 SZ32-主体部 1･5･4
弥生土器
高坏か器台

脚径(8.6)
やや
粗

良好
灰白色

(2.5Y8/2)
－27明不

90 SZ32-主体部 3･4
弥生土器
高坏か器台

脚径(10.0) 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/2)

－27ﾞﾃﾅ面内､明不面外

91 SZ33-周溝 j
土師器
甕

口径(11.0) 蜜 良好
黄橙色

(10YR8/6)
口縁部～体部外面ﾐｶﾞｷか､口
縁部～体部内面ﾅﾃﾞ

74 57

92 SZ37-周溝
底面直
上

弥生土器
壺

－ 蜜 良好
橙色

(7.5YR7/6)
外面ﾐｶﾞｷ､内面ﾅﾃﾞ

外面の剥離面にハケ状
の痕跡が残る

81 －

93 SZ38-周溝 12
弥生土器
台付装飾壺

口径7.6
脚径8.7
器高24.0

蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

口縁部から脚部外面不明､体
部及び脚部内面ﾅﾃﾞ

外面全体に赤彩､脚部接
地部外周に凹線

83
18・
54

94 SZ38-主体部 1
弥生土器
蓋

口径6.2
器高4.6

蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

天井部外面ﾐｶﾞｷ､受部内外面
及び天井部内面ﾅﾃﾞ

93の蓋と考えられる 83
18・
54

96
SZ41-周溝
BQ10

36
Ⅰ･Ⅱ

須恵器
鉢

口径(13.0)
底径7.2
器高9.5

蜜 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
底部外面静止ﾍﾗｹｽﾞﾘ､内外面
回転ﾅﾃﾞ

美濃須衛
か

底部外面ヘラ記号 89 54

97
SZ42
BR10

1
Ⅱ

須恵器
広口壺

口径(14.8) 蜜 不良
灰黄色

(2.5Y7/2)
－19ﾞﾃﾅ転回面外内

98
SZ42
BR10

1
Ⅱ

灰釉陶器
皿

口径(12.6)
底径6.4
器高2.5

蜜 良好
灰黄色

(2.5Y6/2)
底部外面回転糸切り後ﾅﾃﾞ､
内外面回転ﾅﾃﾞ

内面自然釉付着 91 58

99 SZ44-周溝 g
弥生土器
器台

口径(17.6)
脚径8.7
器高10.7

蜜 良好
橙色

(5YR6/6)
脚部外面及び坏部内外面ﾐｶﾞ
ｷ､脚部内面ﾅﾃﾞ

弥生末～
古墳初頭

坏部外面黒斑､内外面と
も赤彩の可能性あり

95 53

101 SZ46-周溝 a
須恵器
坏

口径10.8
底径4.2
器高2.9

蜜 良好
褐灰色

(10YR5/1)
底部外面ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ､内外
面回転ﾅﾃﾞ

内外面にタール状の付
着物

97 54

102 SZ48-周溝 1･5
弥生土器
壺

口径6.4 蜜 良好
橙色

(7.5YR7/6)

口縁部～体部外面ﾐｶﾞｷ､口縁
部及び体部内面下半ﾅﾃﾞ､体
部内面上半指ｵｻｴ

100 －

103 SZ48-周溝 1
灰釉陶器
碗

底径(9.8) 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/2)

底部外面回転糸切り､内面回
転ﾅﾃﾞ

100 －

104
SZ49-周溝
SZ51-周溝

c
d

弥生土器
台付装飾壺

口径6.2 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

外面ﾐｶﾞｷ､内面ﾅﾃﾞ､内面に成
形時のしぼり痕

弥生末～
古墳初頭

口縁部外面上半に斜位
の線状痕(工具不明)

101 57

105 SZ51 c
弥生土器
蓋

口径7.4
器高3.4

密 良好
浅黄色

(7.5YR8/6)
外面及び内面の一部ﾐｶﾞｷ､天
井部内面未調整

口縁部外面に斜位の連
続沈線､赤彩

105 53

106
SZ51-周溝
BS16

不明
Ⅲb

弥生土器
鉢

－ 蜜 良好
橙色

(7.5YR7/6)
75501斑黒部一の部外明不

107 SZ51-周溝 1
弥生土器
鉢

－ 蜜 良好
橙色

(7.5YR6/6)
75501ﾞﾃﾅ面内､かｷﾞｶﾐ面外

108 SZ51-周溝 1
弥生土器
高坏

－ 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

75501ﾞﾃﾅ面内､かｷﾞｶﾐ面外

109 SZ51-周溝 底
弥生土器
高坏か器台

脚径(11.2) 蜜 良好
黄橙色

(10YR8/6)
75501しか透方三明不

110 SI31-P2 a
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好
橙色

(7.5YR6/6)
外面縄文か､内面ﾅﾃﾞ

半隆起線文､竹管状工具
による連続刺突

107 55

111 SI31 d
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好
橙色

(7.5YR6/6)
外面縄文か､内面ﾅﾃﾞ

半隆起線間による区画
文､連続刻み

107 55

112
SI31
SZ12-SZ14tr

4
n

縄文土器
深鉢

－ 蜜 良好
灰褐色

(7.5YR6/2)
内外面ﾅﾃﾞ

半載竹管状工具による
平行沈線文

107 55

113
SI31
SI31-P4

4
f

縄文土器
深鉢

底径(10.5) 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

体部外面縄文(単節か)､底部
外面網代状圧痕､体部内面ﾅ
ﾃﾞ･指ｵｻｴ

107 55

116 SI38 a
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良
にぶい黄褐色
(10YR5/3)

口縁部外面縄文(RLR)､口縁
部内面ﾅﾃﾞ

47011葉後期中

117 SI38 a
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良
にぶい黄褐色
(10YR4/3)

口縁部外面縄文(RL)､口縁部
内面ﾅﾃﾞ

110 74

119 SI38-P08 a
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好
にぶい黄褐色
(10YR5/3)

口縁部内外面ﾐｶﾞｷ､体部内面
ﾅﾃﾞ

北陸系､中
期前葉

三角印刻･沈線文 110 74

表 45 土器観察表（３） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

120 SI38-P08 1
縄文土器
深鉢

－ 粗 不良 にぶい褐色(7.5YR5/4)
体部外面縄文(LR)後ﾅﾃﾞ､
体部内面ﾅﾃﾞ

中期 外面に煤付着 110 74

121 SL02 1
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良 橙色(7.5YR6/6)
体部外面撚糸文､体部内面
ﾅﾃﾞ

47111葉前期早

122 SL02 1
縄文土器
深鉢

－ 粗 不良 にぶい橙色(7.5YR6/4)
体部外面撚糸文､体部内面
ﾅﾃﾞ

早期前葉 外面に煤付着 111 74

123 SL02 3
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良 灰褐色(7.5YR4/2)
体部外面縄文か､体部内面
ﾅﾃﾞ

111 74

125 SL03 c
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好 灰黄褐色(10YR4/2)
体部外面押型文､体部内面
ﾅﾃﾞ

外面に煤付着､ネガティ
ブ押型文

112 74

126 SL03 d
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良 にぶい橙色(7.5YR6/4)
口縁部～体部外面LR縄文､
口縁部～体部内面ﾅﾃﾞ

47211期早

127 SK111 3
縄文土器
深鉢

－ やや粗 良好
灰黄褐色～浅黄橙色
(10YR6/2～10YR8/3)

内外面ﾅﾃﾞ
中期中葉
古府式

外面円形隆帯文 113 59

128 SK111 2
縄文土器
深鉢

－ 粗 良好
橙色

(5YR6/6)
外面縄文､内面ﾅﾃﾞ 中期後半

外面横位隆帯に沿って
押引文

113 59

129
SK110
SK111

-
4

縄文土器
深鉢

口径(32.0) 粗 良好
橙色

(5YR6/6)
外面縄文､内面ﾅﾃﾞ

中期岩田
式

113 59

130 SK133 2
縄文土器
深鉢

口径12.8
底径4.0
器高15.1

粗 良好
明黄褐色
(10YR7/6)

外面撚糸文､内面ﾅﾃﾞ 中期 煤付着 114 59

131 SK376 a
縄文土器
深鉢

口径(28.0)
やや
粗

良好
橙色

(7.5Y7/6)
口縁端部内外面指ｵｻｴ､内
外面ﾅﾃﾞ

外面煤付着 115 55

132 SK376 3
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好
にぶい橙色
(7.5YR7/4)

内外面ﾅﾃﾞ(突帯の上下に
明瞭なナデ)

突帯上に棒状工具によ
る連続押圧

115 55

135 SK445 1
弥生土器
有段口縁甕

－ 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/2)

外面ﾅﾃﾞ､内面ﾊｹ目(7mm/6
条)･ﾅﾃﾞ

口縁部外面に横位擬凹
線文

117 57

136 SK598 b
縄文土器
深鉢

－ やや粗 不良 灰黄褐色(10YR4/2)
口縁部外面撚糸文(LR)､
口縁部内面ﾅﾃﾞ

47711葉後期中

138 SK658 a
縄文土器
深鉢

－ やや粗 良好 浅黄橙色(10YR8/4) 内外面ﾅﾃﾞ､体部外面沈線 中期後葉 タテ区画､斜沈線 117 －

139 EM6 Ⅲ
縄文土器
深鉢

－ やや粗 不良 黒褐色(10YR3/1)
体部外面楕円文､体部内面
ﾅﾃﾞ

早期前葉 ネガティブ楕円文 118 79

140 BK6 Ⅱ
縄文土器
深鉢

－ 蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR6/4)

内外面ﾅﾃﾞ 早期後葉
波状口縁､口唇部連続刻
み､外面に波状文

118 55

141 撹乱 -
縄文土器
深鉢

－ やや粗 不良 明黄褐色(10YR6/6)
体部外面縄文(LR)､体部内
面ﾅﾃﾞ

前期か 外面に煤付着 118 79

142 撹乱(EL3) -
縄文土器
深鉢

－ やや粗 良好 にぶい赤褐色(5YR4/4)
口縁部外面縄文(RL)､口縁
部内面ﾅﾃﾞ

97811期中

143 EL6 Ⅲb
縄文土器
深鉢

－ 密 良好 黒褐色(2.5YR3/2)
内外面ﾅﾃﾞ､体部外面蓮華
文

97811期中

144 EL6 Ⅲb
縄文土器
深鉢

－ やや粗 不良 にぶい黄橙色(10YR6/4)
内外面ﾅﾃﾞ･口縁部外面縄
文(LR)

中期後葉 単節LR縄文 118 79

145 東壁（EN6） 撹乱
縄文土器
深鉢

－ やや粗 良好 黒褐色(10YR3/1)
体部外面沈線､体部内面ﾅ
ﾃﾞ

中期後葉 隆帯区画内縦位沈線 118 79

146 BK9 Ⅲb
縄文土器
深鉢か

－
やや
粗

良好
橙色

(7.5YR6/6)
内外面ﾅﾃﾞ 中期後葉 外面部分的に煤付着 118 55

147 撹乱（EN6） a
縄文土器
深鉢

－ 粗 不良 橙色(7.5YR7/6)
内外面ﾅﾃﾞ､体部外面竹管
刺突

97811葉後期中

148 EK6 Ⅲb
縄文土器
深鉢

－ やや粗 不良 橙色(7.5YR6/6)
体部外面縄文(LR)､体部内
面ﾅﾃﾞ

97811期中

149 東壁（EN6） 9
縄文土器
深鉢

－ やや粗 不良 橙色(5YR6/6)
内外面ﾅﾃﾞ･体部外面縄文
(LR)

中期 内面に煤付着､底部近く 118 79

150 EK1 Ⅲb
縄文土器
深鉢

97811文無ﾞﾃﾅ面外内部体)2/6Y5.2(色黄灰良不粗－

151 東壁（EN6） 9
縄文土器
深鉢

底径(7.8) 粗 不良 にぶい橙色(7.5YR7/4)
底部外面網代痕ﾅﾃﾞ消し､
底部内面ﾅﾃﾞ

97811期中

152 EL6 Ⅰ
縄文土器
深鉢

－ 密 良好 にぶい黄橙色(10YR7/4)
体部外面縄文(RL)､体部内
面ﾅﾃﾞ

97811期中

153 撹乱（EL3） -
縄文土器
浅鉢

－ やや粗 良好 にぶい赤褐色(5YR4/4)
口縁部外面縄文(RL)､口縁
部内面ﾅﾃﾞ･工具痕

97811期早

154 BI8 Ⅲa
縄文土器
深鉢

－ 蜜 良好
橙色

(7.5Y7/6)
内外面ﾅﾃﾞ 後期 斜位の連続短沈線文 118 55

171 BN19 Ⅱ
弥生土器
台付装飾壺

－ 蜜 良好
灰白色

(10YR8/2)
外面不明､内面指ｵｻｴ･その
他不明

突帯上に横位の凹線文 121 57

172 ED7 Ⅱ
弥生土器
装飾壺脚部

脚径(9.8) 密 良好
灰白色～褐灰色

(10YR8/2～10YR6/1)
外面ﾐｶﾞｷか､内面ﾅﾃﾞ 内外面朱彩､内面煤付着 121 －

173 BS15,BT15 Ⅱ
弥生土器
高坏

口径13.6 
脚径9.2
器高10.2

蜜 良好
にぶい褐色
(7.5YR6/3)

内外面横位ﾐｶﾞｷ､脚部内面
ﾅﾃﾞ

脚部にゆがみ 121 54

174 EA19 Ⅲ
弥生土器
高杯

－ 蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

外面不明､内面ﾅﾃﾞ 脚部三方透し 121 57

175 ST02 a･1
須恵器
横瓶

口径10.4 密 良好
灰褐色

(7.5YR6/2)

口頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体
部外面格子状ﾀﾀｷ目及びｶｷ
目､内面当て具痕

122 －

176 ST03 a
土師器
甕

底径(8.0) 粗 良好
灰黄褐色～浅黄橙色
(10YR5/2～10YR8/3)

－321目ｹﾊ面内､ﾞﾃﾅ面外

表 46 土器観察表（４） 



34　第３章　調査の成果

掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

178 ST04 e
土師器
鉢

口径(18.6)
底径15.2
器高7.5

やや
粗

良好
橙色

(7.5YR7/6)

内外面ﾅﾃﾞ後ﾊｹ目(6本
/7mm)､底部外面木葉痕ﾅﾃﾞ
消し､底部内面板ﾅﾃﾞ

底部外面煤付着､金属器
写しか

124 59

179 ST09 l
弥生土器
甕

底径3.6
やや
粗

良好
にぶい橙色
(7.5YR7/4)

底部外面及び体部内外面ﾅ
ﾃﾞ､底部内面指ｵｻｴ

体部外面煤付着 127 57

180 SI01-カマド c
土師器
甕

口径(14.6) 粗 良好
灰白色～橙色

(10YR7/1～2.5YR6/8)

口頸部外面ﾅﾃﾞ､体部外面ﾊｹ
目(8～10本/20mm )､口頸部
内面ﾊｹ目及び指ｵｻｴ､体部内
面指ｵｻｴ及びﾅﾃﾞ

130 61

181 SI01-カマド a
土師器
甕

口径(15.0) 粗 良好
橙色

(7.5YR7/6～5YR6/8)
外面ﾊｹ目(8本/10mm)､体部
内面ﾊｹ目及び指ｵｻｴ･ﾅﾃﾞ

130 61

182 SI01 a
土師器
甕か甑

－ 粗 良好
橙色

(5YR6/8)
把手外面指ｵｻｴ､体部内面ﾅ
ﾃﾞ及び指ｵｻｴ

把手 130 61

183
SI01
SI01-P04

a
1

土師器
甕

底径(6.1) 粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

体部外面ﾊｹ目及びﾅﾃﾞ､指ｵｻ
ｴ､内面ﾅﾃﾞ

底部外面に木葉痕 130 －

184 SI01 e
須恵器
坏蓋

口径(16.0)
やや
粗

良好
灰色

(5Y5/1)
－031衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

185 SI01 c
須恵器
坏蓋

口径(12.0) 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

－031衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

186 SI01 b
須恵器
甕

－ 密 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)

頸部内外面ﾅﾃﾞ､体部外面ﾀﾀ
ｷ目､頸部内面接合部指ｵｻｴ､
体部内面当具痕

－031衛須濃美

187 SI02-カマド 1
土師器
長胴甕

口径(13.2)
底径(7.8)
器高(16.8)

粗 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)

外面ﾊｹ目(8本/12mm)､体部
内面ﾖｺﾊｹ目後ﾅﾃﾞ及び指ｵｻ
ｴ､底面内面ﾊｹ目

内面及び外面の一部に
炭素吸着

132
26・
60

188 SI02-カマド 1
須恵器
坏蓋

口径(11.4) 密 良好
灰白色
(5Y7/1)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面回
転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

62231衛須濃美

189 SI03 i
土師器
甕

口径(18.0) 粗 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
16431明不

190 SI03-P08 d
土師器
甕

－ 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

体部外面摩滅により調整不
明､体部内面ﾖｺﾊｹ目後ﾅﾃﾞ及
び指ｵｻｴ

134 －

191 SI03 n
須恵器
坏

口径12.2
底径7.8
器高3.9

密 良好
灰色

(5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面回
転ﾍﾗ切り

56431衛須濃美

192 SI03 f
須恵器
蓋

口径(16.0)
やや
粗

良好
灰オリーブ色

(5Y6/2)
－531衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

193 SI03 a･n
須恵器
蓋

口径(15.6)
器高(3.9)

やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y6/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面回
転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－531地在

194 SI03 g
須恵器
横瓶

－ 密 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
外面平行ﾀﾀｷ目､内面当て具
痕ﾅﾃﾞ消し

－531衛須濃美

197 SI04 g
土師器
甕

口径13.0
器高(19.4)

粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

外面ﾊｹ目(8本/13mm)､口縁
部内外面ﾊｹ目､体部内面指ｵ
ｻｴ及びﾅﾃﾞ

丸底､底部外面摩耗 137 60

198 SI04 e
土師器
甕

口径(20.0)
やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

頸部外面摩滅不明､体部内
面ﾖｺﾊｹ目(5本)

内面煤付着､底部外面摩
耗

137 －

199 SI04 a
須恵器
蓋

－
やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部回転ﾍﾗ
ｹｽﾞﾘ

美濃須衛 内面線刻 137 －

200 SI04 e･f
須恵器
甕

－ 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/4)
外面格子状ﾀﾀｷ目内面当て
具痕

美濃須衛 外面自然釉付着 137 －

202 SI05 1
土師器
甕

口径(15.8) 粗 良好
黄灰色～橙色

(2.5Y5/1～5YR6/6)
16931し消ﾞﾃﾅ目ｹﾊ面内､ﾞﾃﾅ面外

203 SI05 1
土師器
甕

口径(17.0) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

体部外面ﾊｹ目､口縁部～頸
部内面ﾊｹ目

139 61

204 SI05 1
土師器
長胴甕

－ 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

体部外面ﾊｹ目(10本/9mm)､
体部内面ﾅﾃﾞ

頸部と体部外面の境に
沈線状の段

139 －

205 SI05 d･e
須恵器
坏

口径(20.0)
底径(15.8)
器高6.0

密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 内面煤付着 139 －

206 SI05 c
須恵器
坏

口径(17.2) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
－931衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

207 SI05 1
須恵器
甕

－ 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
外面平行ﾀﾀｷ目､及びｶｷ目､
内面当て具痕

－931衛須濃美

208 SI06 d･e
土師器
長胴甕

口径(16.6)
やや
粗

良好
明赤褐色
(2.5YR5/8)

外面ﾊｹ目､体部内面ﾖｺﾊｹ目
及び指ｵｻｴ

内外面煤付着 141 61

209 SI06 h
土師器
長胴甕

口径(17.0) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

外面ﾊｹ目(7本/10mm)､口頸
部内面ﾊｹ目､体部内面指ｵｻｴ

頸部と体部外面の境に
沈線状の段

141 61

210
SI06
EC4

b･d･h
Ⅲa

須恵器
坏

口径(15.6)
底径(11.6)
器高(4.1)

やや
粗

良好
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面回
転ﾍﾗ切り

－141衛須濃美

211 SI06 j
須恵器
蓋

口径(10.8)
やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面回
転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

141 －

212 SI06 a
須恵器
蓋

口径(16.0) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
－141衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

213 SI07 f
土師器
甕

口径(17.0)
やや
粗

良好
褐灰色～灰白色

(10YR6/1～10YR8/2)
外面ﾊｹ目､口縁部～頸部内
面ﾊｹ目､体部内面指ｵｻｴ

頸部と体部外面の境に
沈線状の段

143 61

214 SI07-カマド c
土師器
甕

口径(14.4) 粗 良好
灰白色

(2.5Y8/1)
外面ﾊｹ目(6本/12mm)､内面ﾊ
ｹ目

内面炭素吸着 143 61

表 47 土器観察表（５） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

215 SI07-カマド a
土師器
甕

－
やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

体部外面ﾊｹ目､体部内面ﾊｹ
目及びﾅﾃﾞ

頸部と体部外面の境に
沈線状の段

143 －

216 SI07 c
須恵器
坏

口径11.4
底径6.7
器高3.7

密 良好 不明
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－341衛須濃美

217
SI06
SI07-カマド

e
ｆ

須恵器
甕

－ 密 良好
にぶい黄色
(2.5Y6/3)

外面平行ﾀﾀｷ目､内面当て
具痕

－341衛須濃美

218 SI08-カマド a
須恵器
坏

口径(20.2) 密 不良
灰白色～淡橙色

(2.5Y8/2～5YR8/3)
－541ﾞﾃﾅ転回面外内

219 SI08 e
須恵器
坏

口径(13.0) 密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
－541ﾞﾃﾅ転回面外内

220 SI08 d
須恵器
甕

－ 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ 猿投

頸部外面櫛状工具によ
る連続刺突及び沈線

145 －

221 SI09-カマド d
土師器
甕

口径(15.0)
やや
粗

良好
にぶい橙色
(7.5YR7/4)

外面ﾊｹ目､口縁部～頸部内
面ﾖｺﾊｹ目

147 －

222 SI09-P02 1
土師器
甑

－ 粗 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
把手外面指ｵｻｴ､体部内面ﾅ
ﾃﾞ

把手 147 61

223 SI09 a･b
土師器
高坏

脚径(16.6)
やや
粗

良好
黄橙色

(10YR8/6)
16741ﾞﾃﾅ面内､かﾞﾃﾅ面外

224 SI09 f
須恵器
坏

口径(14.0)
底径(8.0)
器高3.4

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－741衛須濃美

225
SI06
SI07
SI09

f
e･h
b･c

須恵器
蓋

口径13.6
器高3.5

やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛 天井部内面摩耗 147 65

226
SI03
SI09

a
e

須恵器
甕

口径(25.0) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ 猿投

頸部外面櫛状工具によ
る連続刺突

147 61

227 SI09 a
須恵器
甕

－ 密 良好
灰色～オリーブ黄色
(5Y5/1～5Y6/3)

外面平行ﾀﾀｷ目､内面当て
具痕ﾅﾃﾞ消し

－741投猿

228 SI09 c
須恵器
甕

－ 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
外面平行ﾀﾀｷ目､内面当て
具痕

－741衛須濃美

229 SI09 c
須恵器
平瓶

－ 密 良好
黄灰色～淡黄色

(2.5Y6/1～2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､把手外面
指ｵｻｴ

美濃須衛
か

把手残存､外面自然釉付
着

147 －

233 SI10 f
土師器
甕

口径(16.2) 粗 良好
黄橙色

(10YR8/6)
16941ﾞﾃﾅ面外内

234 SI10
d～f･k･

l
土師器
甕

口径(17.0) 粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

外面不明､内面ﾊｹ目(6本
/8mm)

149 －

235 SI10 d
須恵器
坏

口径11.7
底径8.1
器高3.7

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

美濃須衛
底部内面に爪痕及び
「×」字状の線刻

149 69

236 SI10 b･e
須恵器
坏

口径(14.8)
やや
粗

不良
オリーブ黄色

(5Y6/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗ切り

－941地在

237 SI10 c
須恵器
碗

底径6.0
やや
粗

良好
浅黄色
(5Y7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

猿投 金属器写 149 －

238 SI10 a
須恵器
蓋

口径(12.0)
やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－941地在

239 SI10 c～e
須恵器
蓋

口径15.2
器高3.7

やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

在地 坏蓋つまみあり 149 65

240
SI10
BT7,EA7

b･c
Ⅱ

須恵器
甕

－ 密 良好
灰白色
(5Y7/2)

頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体部
外面格子状ﾀﾀｷ目､内面ﾅﾃﾞ

941衛須濃美
28・
67

241 SI10 b
須恵器
甕

口径(29.0)
やや
粗

良好
浅黄色
(5Y7/3)

－941投猿ﾞﾃﾅ転回面外内

242 SI10 c
須恵器
甕

口径(18.0)
やや
粗

不良
灰白色

(2.5Y8/2)
－941衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

243 SI10 5
須恵器
甕

－ 密 良好
オリーブ黄色

(5Y6/3)
外面平行ﾀﾀｷ目､内面当て
具痕ﾅﾃﾞ消し

猿投 外面自然釉付着 149 －

244 SI10 5
須恵器
横瓶

－ 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
－941地在ｴｻｵ指､目ｷｶ面外

246 SI11-P06 1
土師器
長胴甕

口径(13.2) 粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

外面ﾊｹ目(摩滅により調整
不明瞭)､口縁部～頸部内
面ﾊｹ目､体部内面板ﾅﾃﾞ

151 61

247 SI11-P06 1
土師器
甕

口径(7.8)
底径4.4
器高9.4

やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

頸部外面ﾅﾃﾞ､体部外面ﾊｹ
目､体部内面ﾅﾃﾞ､底面内面
指ｵｻｴ

外面煤付着､底部外面木
葉痕

151 －

248 SI11 b
須恵器
坏

底径6.4 密 不良
灰白色
(5Y8/1)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切りか

－151衛須濃美

249 SI11 c
須恵器
坏

底径(9.0)
やや
粗

良好
灰オリーブ色
(7.5Y6/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－151投猿

250 SI11-P06 1
須恵器
坏

底径(7.0)
やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－151地在

251 SI11-カマド 2
須恵器
甕

－ 密 良好
にぶい黄橙
(10YR7/3)

外面格子状ﾀﾀｷ目､内面当
て具痕

－151衛須濃美

252 SI12 d･e
土師器
長胴甕

口径(14.0)
やや
粗

良好
にぶい黄褐色～暗褐色
(10YR5/3～10YR3/3)

口縁部外面ﾅﾃﾞ､体部外面ﾊ
ｹ目､口縁部内面ﾊｹ目､体部
内面指ｵｻｴ及びﾅﾃﾞ

外面煤付着､内面コゲ 153 61

253 SI12-カマド 2
土師器
甕

底径6.0 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

体部外面上部ﾅﾃﾞ､底部外
面指ｵｻｴ､内面ﾅﾃﾞ

外面炭素吸着 153 －

表 48 土器観察表（６） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

254 SI12 d
須恵器
坏

口径(13.6)
底径(10.4)
器高3.5

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－351衛須濃美

255 SI12 c･d
須恵器
坏

口径(15.0)
底径(11.0)
器高3.5

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－351投猿

256 SI12 c
須恵器
蓋

口径(15.0) 密 良好
灰白色

(7.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 外面自然釉付着 153 －

258 SI13-P14 a
土師器
甕

口径(16.0)
やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

口縁部内外面ﾊｹ目(5本
/11mm)､頸部内外面指ｵｻｴ

155 61

259 SI13-P14 a
須恵器
坏

底径(6.0) 密 良好
灰白色
(5Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－551衛須濃美

260 SL01 4
須恵器
坏

口径(16.2) 密 良好
灰白色
(5Y8/2)

－551衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

261
SI13-P03
ED7

1
Ⅱ

須恵器
甕

口径(31.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ 猿投

沈線及び縦位の連続ヘ
ラ刻み､内面自然釉付着

155 －

262 SI13 8
縄文土器
深鉢

－ やや粗 良好
黄灰色

(2.5Y5/1)
外面縄文､内面ﾅﾃﾞ 中期後葉 外面２条の縦位沈線 155 59

263 SI14 e･g
土師器
把手付甕

口径(13.4)
底径9.0
器高19.2

粗 良好
灰白色

(2.5Y8/2)

把手外面指ｵｻｴ､体部外面ﾊ
ｹ目､頸部内面ﾖｺﾊｹ目後指ｵ
ｻｴ､体部内面ﾅﾃﾞ

把手付き､頸部と体部外
面の境に明瞭な段

160 60

264
SI14
ED6

b
Ⅱ

須恵器
坏

口径(14.0)
底径(10.2)
器高3.6

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後回転ﾅﾃﾞ

56061衛須濃美

265
SI14-カマド
SI14
SI14-P1

3
d･g
g

須恵器
蓋

口径(16.0)
器高3.3

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛
内外面二次焼成痕
内面「×」字状線刻

160 69

266 SI14 a
須恵器
鉄鉢形土器

口径(10.0) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
－061衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

267 SI15-カマド 1
土師器
甕

口径(15.6) 粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

口縁部ﾅﾃﾞ､頸部～体部外
面ﾊｹ目､口縁部～頸部内面
ﾅﾃﾞ､体部内面ﾊｹ目

163 64

268 SI15 b
須恵器
蓋

口径(15.0)
やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､

16361地在

269 SI15-カマド 2
須恵器
蓋

口径(17.6)
やや
粗

良好
灰白色
(5Y8/1)

－361地在ﾞﾃﾅ転回面外内

270 SI15 b
須恵器
短頸壺

口径(10.8) 密 良好
淡黄色
(5Y8/3)

－361衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

271
SI15
SI15-カマド
EE8

d
c･1･2
Ⅱ

須恵器
鉢

口径(26.7)
底径(18.6)
器高19.5

やや
粗

良好
灰白色
(5Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
下部回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､把手部外
面指ｵｻｴ

美濃須衛 把手付､底部外面摩耗 163 －

272 SI16 4
土師器
甕

口径(15.0) 粗 良好
にぶい黄橙色

(10YR7/2～10YR7/4)
外面ﾊｹ目(7本/11mm)､内面
ﾊｹ目

外面煤付着 166 67

273
SI16-カマド
SI16-P07

1･3
1

須恵器
坏

口径(14.6)
底径(10.2)
器高4.2

密 良好
灰白色
(5Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り(板目痕)

16661衛須濃美

274
SI16
EC7

4
Ⅱ

須恵器
蓋

口径(13.0)
器高(3.0)

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ 在地 底部内面摩耗(墨痕) 166 －

275 SI16 c
須恵器
蓋

口径16.0
器高3.5

密 良好
灰色

(5Y5/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－661地在

276
SI16
SI16-カマド
ED9

c
c･2･3
Ⅱ

須恵器
甕

－
やや
粗

良好
にぶい橙色
(7.5YR7/3)

外面格子状ﾀﾀｷ目､内面当
て具痕

56661投猿

277 SI17-カマド 3
須恵器
坏

口径(12.6)
やや
粗

良好
灰オリーブ
(5Y6/2)

－961地在ﾞﾃﾅ転回面外内

278 SI17-カマド a
須恵器
坏

口径(18.4) 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
－961地在ﾞﾃﾅ転回面外内

279 SI17 4
須恵器
坏

底径(7.4) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

加工円盤か 169 －

280 SI17-P16 a
須恵器
坏

口径15.0
底径10.9
器高4.3

やや
粗

良好
灰白色

(7.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－961地在

281 SI17-カマド 1
須恵器
坏

底径(13.7)
やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

56961地在

282
SI17
SI17-カマド

e･f
4

須恵器
蓋

口径15.2
器高3.5

密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－961衛須濃美

283
SI17
SI18

a･e
須恵器
蓋

口径(15.0)
器高3.1

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛

天井部内面摩耗､外面自
然釉付着

169 65

284 SI17 4
須恵器
甕

－ 密 良好
灰白色
(5Y7/2)

外面格子状ﾀﾀｷ目及びｶｷ
目､内面当て具痕

169 64

285 SI17 a～c･e
須恵器
短頸壺

口径(10.8) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ 猿投

口縁部内外面及び体部
外面自然釉付着

169 －

286
SI17
SI18
EC11

b･d
a･c
Ⅱ

須恵器
堤瓶

底径(7.6) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾅﾃﾞ､体部内面中央閉
塞痕

33961衛須濃美

287
SI17･SI18上
面堆積土

ｇ
須恵器
蓋

口径13.4
器高3.5

密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

在地 頂部内面摩耗 170 －

表 49 土器観察表（７） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

288
SI17･SI18上
面堆積土

ｄ
須恵器
蓋

口径15.8
器高3.7

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛
頂部内面摩耗
自然釉付着

170 65

289
SI17･SI18上
面堆積土

ｂ
3

須恵器
蓋

口径15.6
器高3.1

密 良好
浅黄色
(5Y7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－071地在

290
SI17･SI18上
面堆積土

o
須恵器
高坏

口径(15.4)
脚径(11.8)
器高10.8

密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､坏部底面
内面ﾅﾃﾞ､脚部内面上部回
転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－071衛須濃美

291

SI17･SI18上
面堆積土
SI21
EC9,EE10

ｄ

e･f
Ⅱ

須恵器
甕

－ 密 不良
灰白色

(2.5Y8/1)

頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体部
外面格子状ﾀﾀｷ目､体部内
面当て具痕

46071衛須濃美

292
SI17･SI18上
面堆積土

ｃ
須恵器
壺

底径8.4 密 良好
浅黄橙色～黒褐色
(10YR8/4～2.5Y3/1)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

在地
底部内面焼成時の付着
物

170 －

293
SI17･SI18上
面堆積土

b
Ⅱ

須恵器
壺

－
やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
外面不明､内面回転ﾅﾃﾞ 在地

体部外面「太」字状線
刻

170 69

294 SI18 ｆ
土師器
甕

口径(16.2) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

外面摩滅により調整不明､
内面ﾊｹ目

174 －

295 SI18 ｇ
土師器
甕

口径(13.4) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

外面ﾊｹ目か､口縁部～頸部
内面ﾊｹ目､体部内面指ｵｻｴ

174 61

296 SI18-P27 a
須恵器
坏

底径(10.0)
やや
粗

不良
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

－471ﾞﾃﾅ転回面外内

297 SI18 a
須恵器
坏

口径(16.8)
底径(12.0)
器高3.7

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－471衛須濃美

298 SI18-P27 2
須恵器
蓋

口径(14.0) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－471地在

299 SI18-P27 2
須恵器
蓋

口径(17.0) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
－471地在ﾞﾃﾅ転回面外内

300 SI19-カマド a
土師器
甕

口径(15.1) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

－771明不

301 SI19-カマド a
土師器
長胴甕

－ 粗 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
外面ﾊｹ目､内面ﾊｹ目(10本
/19mm)

外面煤付着､内面炭素吸
着

177 61

302 SI19 c
須恵器
坏身

口径(10.0)
底径(8.1)
器高2.9

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

美濃須衛 外面自然釉付着 177 －

303 SI19 b
須恵器
坏

口径10.8
底径8.0
器高4.3

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

美濃須衛 内外面自然釉付着 177 －

304 SI19 c
須恵器
鉢

口径(11.8)
底径(7.4)
器高3.2

密 良好
橙色

(5YR6/6)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－771地在

305 SI19 c
須恵器
蓋

口径(8.4) 密 良好
淡黄色
(5Y8/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛 外面自然釉付着 177 －

306
SI19
SI19-カマド

a･c･d･f
1･2･a

須恵器
蓋

口径17.1
器高3.7

密 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－771衛須濃美

307

SI19
SI19-カマド
SI14
EC7,ED6,ED7
,EE7,EF5

b･1
a

a･b･e
Ⅱ

須恵器
甕

口径(19.7)
底径(7.0)
器高33.0

密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)

口縁部～頸部内外面回転ﾅ
ﾃﾞ､体部外面格子状ﾀﾀｷ目
体部内面指ﾅﾃﾞ､当て具痕

－771衛須濃美

308
SI14
SI19

c･f･2
a･b･2

須恵器
香炉

口径(14.0)
底径(9.4)
器高8.6

やや
粗

良好
灰白色
(5Y7/2)

76771衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

309 SI20 e
土師器
甕

口径(11.4) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

外面ﾊｹ目､内面ﾊｹ目､頸部
～体部内面指ｵｻｴ

外面煤付着 181 64

310 SI20-カマド b･3
土師器
甕

口径(15.4) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR6/4)

口縁部内外面ﾅﾃﾞ､頸部外
面ﾊｹ目､頸部内面ﾊｹ目

外面煤付着 181 61

311 SI20-カマド 3
土師器
甕

口径(16.8) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR6/3)

外面ﾅﾃﾞ､口縁部内面ﾅﾃﾞ､
頸部内面ﾊｹ目

内外面煤付着 181 61

312 SI20-カマド b
土師器
甕

口径(15.0) 粗 良好
にぶい黄褐色～褐色
(10YR4/3～5YR4/6)

－181目ｹﾊ面内､ﾞﾃﾅ面外

313 SI20 2
土師器
甕

口径(7.0) 粗 良好
明赤褐色
(5YR5/8)

外面不明､体部内面指ｵｻｴ
口縁部内面煤付着､ミニ
チュア

181 －

314 SI20 d
須恵器
坏

底径8.2 密 良好
淡黄色～黄灰色

(2.5Y8/4～2.5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

美濃須衛 内面煤付着 181 －

315 SI20 b
須恵器
坏

底径(10.4) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－181衛須濃美

316 SI20 8
須恵器
甕

－ 密 良好
灰白色～灰色
(5Y8/1～5Y5/1)

外面格子状ﾀﾀｷ目､内面当
て具痕

－181衛須濃美

318 SI21 15
土師器
甕

口径(19.0) 粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

外面ﾊｹ目､口縁部内面ﾊｹ
目､体部内面上部指ｵｻｴ

内面煤付着､頸部と体部
の外面の境に明瞭な段

184 －

319 SI21 f
土師器
甕

－
やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

外面ﾊｹ目､口頸部内面ﾊｹ目
(7本/10mm)､体部内面上部
指ｵｻｴ

頸部と体部外面の境に
沈線状の段

184 －

320 SI21-カマド -
土師器
甕

口径(14.4) 粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

外面ﾊｹ目､内面ﾊｹ目､体部
内面上部指ｵｻｴ

外面煤付着 184 62

表 50 土器観察表（８） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

321 SI21 a
土師器
甕

口径(16.2) 粗 良好
にぶい橙
(7.5YR7/3)

口縁部外面ﾅﾃﾞ､頸部外面ﾊ
ｹ目(8本/14mm)､口縁端部
内面ﾅﾃﾞ､頸部外面ﾊｹ目

184 62

322
SI21
EE10
EG7

b
Ⅱ
Ⅲa

土師器
高坏

口径(15.8) 密 良好
橙色

(5YR6/6)

坏部外面回転ﾅﾃﾞ､坏部内
面回転ﾅﾃﾞ､脚部外面ﾅﾃﾞ､
脚部内面ｼﾎﾞﾘ痕

坏部内面暗文 184 62

323 SI21 f･7
須恵器
坏

口径(11.8)
底径(6.4)
器高4.1

やや
粗

良好
灰色

(5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－481地在

324 SI21 f
須恵器
坏

口径(20.4)
底径(14.0)
器高5.3

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面ﾅ
ﾃﾞ

－481衛須濃美

325 SI21 f
須恵器
坏

口径(12.6)
底径(7.0)
器高3.6

密 不良
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－481地在

326 SI21 b
須恵器
蓋

口径(13.8)
やや
粗

良好
灰白色

(7.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

56481地在

327 SI21 b･h･22
須恵器
蓋

口径(15.4)
器高2.6

密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛 外面自然釉付着 184 －

328 SI21 b
須恵器
甕

口径(17.8) 密 良好
淡黄色
(5Y8/3)

口縁部～頸部内外面回転ﾅ
ﾃﾞ　体部外面格子状ﾀﾀｷ
目､体部内面当て具痕

－481衛須濃美

329
SI21
EE10

e
Ⅱ

須恵器
壺

口径(10.9) 密 良好
灰色

(10Y4/1)
－481地在ﾞﾃﾅ転回面外内

330
SI21
EE10

d･7
Ⅱ

須恵器
長頸壺

－
やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
下部回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛
体部外面横位２条沈
線､外面自然釉付着

184 66

331
SI21
EC9

d･ｆ
Ⅱ

須恵器
短頸壺

口径(11.4) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 外面自然釉付着 184 66

332
SI21
EE10

15
Ⅱ

須恵器
壺

底径8.4 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

美濃須衛
底部外面「＝」字状線
刻

184 69

333 SI22 b
土師器
甕

口径(15.0) 粗 良好
明黄褐色
(10YR7/6)

口縁部外面ﾊｹ目後指ｵｻｴ､
体部外面ﾊｹ目､内面指ｵｻｴ

186 62

334 SI22 a
須恵器
蓋

口径(13.0)
やや
粗

良好
灰白色
(5Y8/1)

－681衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

335 SI22 c
須恵器
蓋

口径(17.4)
器高2.7

やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､

美濃須衛
頂部内面摩耗､墨痕
外面自然釉付着

186 －

336 SI22 a
須恵器
壺

底径5.0 密 良好
灰白色
(5Y7/1)

内外面回転ﾅﾃﾞ､体部～底
部外面回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

猿投 体部～底部外面摩耗 186 －

337 SI23 8
土師器
長胴甕

口径(14.3)
底径6.0
器高32.6

粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

外面ﾊｹ目(8本/8mm)及び指
ｵｻｴ､口頸部内面ﾅﾃﾞ､体部
内面ﾊｹ目(8本/8mm)

外面煤付着 189 60

338 SI23 g
土師器
甕

－
やや
粗

良好
浅黄橙色
(7.5YR8/3)

外面ﾊｹ目(9mmに6本)､口頸
部内面ﾊｹ目､体部内面上部
指ｵｻｴ

189 －

339 SI23 e
土師器
甑

－ 密 良好
にぶい橙色
(5YR6/4)

把手外面ﾅﾃﾞ後指ｵｻｴ､体部
内面ﾅﾃﾞ

把手､接合部から中央
付近の裏面に煤付着

189 62

340 SI23 8
須恵器
坏

口径10.5
底径5.8
器高4.1

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

26981地在

341 SI23 g
須恵器
坏

底径(10.4) 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

189 65

342
SI23
EE11

c
Ⅱ

須恵器
坏

口径(9.4)
底径6.2
器高3.5

密 良好
灰色

(5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

金属器模倣か 189 －

343
SI23
EE12

a･c
Ⅱ

須恵器
蓋

口径(12.2)
器高2.6

密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

－981着付釉然自面外ﾞﾃﾅ転回面外内

344
SI23-カマド
SI23

a
8

須恵器
蓋

口径(15.6)
器高2.8

密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､頂部内面ﾅﾃﾞ

－981地在

345 SI23 d
須恵器
蓋

口径(15.4) 密 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
－981し写の器属金ﾞﾃﾅ転回面外内

346
SI23
SI28

g
ｆ

須恵器
甕

－ 密 良好
灰白色
(5Y8/1)

外面平行ﾀﾀｷ目､内面当て
具痕

189 64

347 SI23 e
須恵器
壺

－ 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
－981着付釉然自ﾞﾃﾅ転回面外内

348 SI23 12
須恵器
盤

底径(8.8) 密 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
糸切り

美濃須衛
か

盤部内面底部自然釉付
着(重ね焼き痕)

189 60

349 SI24 b
土師器
甕

－
やや
粗

良好
にぶい赤褐色～にぶい黄
橙色(5YR5/3～10YR7/4)

内外面ﾊｹ目(7本/10mm)､体
部内面下部ﾅﾃﾞ

190 －

350 SI24 g
須恵器
高坏

脚径10.8 密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､内面上部ｼ
ﾎﾞﾘ痕

46091衛須濃美

352 SI25-カマド 1
土師器
甕

口径(18.0)
やや
粗

良好
赤褐色

(2.5YR4/6)

口縁部内外面ﾅﾃﾞ､体部外
面ﾊｹ目､頸部内面ﾊｹ目､体
部内面ﾅﾃﾞ

193 －

353 SI25 b
土師器
甕

口径(18.0) 粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

口縁端部内外面ﾅﾃﾞ､口縁
部～頸部外面ﾊｹ目(6本
/12mm)､頸部内面ﾊｹ目

口縁端部内外面煤付着 193 62

354 SI25-カマド a
土師器
甕

－
やや
粗

良好
黄橙色

(10YR8/6)
外面ﾊｹ目(6本/7mm)､内面
板ﾅﾃﾞ

193 62

表 51 土器観察表（９） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

355 SI25 e
須恵器
坏身

口径(15.0)
やや
粗

良好
オリーブ灰色
(2.5GY6/1)

26391ﾞﾃﾅ転回面外内

356 SI25 c
須恵器
坏

底径(10.6) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－391衛須濃美

357
SI25
EG8

b
Ⅲa

須恵器
坏

口径(13.6)
底径(10.2)
器高3.3

やや
粗

良好
灰白色
(5Y7/1)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－391衛須濃美

358 SI25 d
須恵器
坏

口径(15.5)
底径(12.0)

やや
粗

良好
灰白色
(5Y7/2)

－391ﾞﾃﾅ転回面外内

359 SI25 b･d
須恵器
坏

口径(10.8)
底径(8.4)

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

194 －

360
SI25
SI26

b
c

須恵器
坏

口径(10.4)
底径(6.8)
器高4.1

密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－491衛須濃美

361
SI25-P01
SI25
SI25-カマド

I
d
2

須恵器
蓋

口径12.6
器高3.2

やや
粗

良好
灰オリーブ色

(5Y5/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

194 －

362 SI25-カマド 1
須恵器
蓋

口径12.4
器高2.5

やや
粗

良好
にぶい黄色
(2.5Y6/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

194 65

363 SI25 a
須恵器
蓋

口径(17.0)
やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y6/2)
－491ﾞﾃﾅ転回面外内

364 SI25 e
須恵器
甕

口径(24.4) 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

－491ﾞﾃﾅ転回面外内

365
SI25
SK223
EH10

e
1
Ⅲa

須恵器
甕

－ 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
外面格子状ﾀﾀｷ目､内面当
て具根(無文)及びﾅﾃﾞ

－491投猿

366
SI25
SI25-カマド

f
a

須恵器
甕

－ 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
外面格子状ﾀﾀｷ目､内面器
具痕ﾅﾃﾞ消し

194 －

367 SI25 b
須恵器
壺

底径8.8 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
体部内外面回転ﾅﾃﾞ､底部
外面回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

－491衛須濃美

368 SI25 c
須恵器
壺

底径(7.0)
やや
粗

良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

体部内外面回転ﾅﾃﾞ､体部
外面下部格子状ﾀﾀｷ目､底
部外面回転ﾍﾗ切り

在地 外面自然釉付着 194 －

369 SI25 a
須恵器
壺か

－
やや
粗

良好
黄灰色

(2.5Y4/1)
－491着付釉然自面外ﾞﾃﾅ転回面外内

375 SI25 b
灰釉陶器
小碗

口径(14.0) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ

猿投か美
濃須衛

灰釉(灰白色：2.5Y 
7/1)

194 －

376 SI26 k
土師器
甕

口径(15.4) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

外面ﾊｹ目(7本/9mm)､内面ﾊ
ｹ目(7本/9mm)

198 －

377 SI26 j
土師器
甕

口径(16.0) 粗 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

26891目ｹﾊ面内､目ｹﾊ面外

378 SI26 j
土師器
甕

口径(15.0)
やや
粗

良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

口縁端部外面ﾅﾃﾞ､頸部外
面ﾊｹ目､内面ﾊｹ目

198 62

379 SI26 4
土師器
甕

口径(16.2)
やや
粗

良好
にぶい橙色
(7.5YR7/4)

外面ﾊｹ目(9本/10mm)､内面
ﾊｹ目

外面煤付着 198 62

380 SI26 4
土師器
甕

口径(20.0) 粗 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

外面ﾊｹ目､内面ﾊｹ目
頸部と体部外面の境に
明瞭な段

198 62

381 SI26 d
ﾛｸﾛ土師器
碗か

底径(6.6) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面回
転糸切り､内面不明

198 62

382 SI26 h
土師器
甑

－
やや
粗

良好
灰白色

(10YR8/1)
把手外面ﾅﾃﾞ及び指ｵｻｴ､体
部外面ﾊｹ目､体部内面ﾅﾃﾞ

把手 198 －

383 SI26 f
須恵器
坏

底径(6.8)
やや
粗

良好
灰白色
(5Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

美濃須衛
底部外面「×」字状線
刻

198 62

384 SI26 c･i
須恵器
坏

底径(7.0)
やや
粗

良好
灰白色
(10Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

美濃須衛
底部外面「×」字状線
刻

198 69

385 SI26 g
須恵器
坏

口径(11.6)
底径(6.4)
器高3.5

やや
粗

良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

美濃須衛 自然釉付着 198 －

386 SI26 4
須恵器
坏

口径(13.0) 密 良好
浅黄色
(5Y7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 内外面漆付着 198 －

387 SI26 4
須恵器
蓋

口径(12.4)
やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､

－891衛須濃美

388 SI26 1･2
須恵器
蓋

口径(15.8) 密 良好
灰白色
(5Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､

美濃須衛 頂部内面摩耗､墨痕 198 －

389 SI26 2
須恵器
高坏

脚径(8.6) 密 良好
灰白色

(7.5Y7/1)
－891衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

390 SI26 h
須恵器
甕

口径(16.0) 密 不良
淡黄色

(2.5Y8/3)

口縁部～頸部内外面回転ﾅ
ﾃﾞ､体部外面平行ﾀﾀｷ目､体
部内面不明

198 －

391 SI26 f
須恵器
甕

口径(19.8) 密 良好
灰白色
(5Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､体部内面
当て具痕

－891衛須濃美

392 SI26 4
須恵器
甕

－ 密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
平行ﾀﾀｷ目､内面当て具

在地 頸部接合痕残存 198 －

393 SI26 g･4
須恵器
甕

口径(24.0) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
－891か陸北ﾞﾃﾅ転回面外内

394 SI26 f
須恵器
鉄鉢形土器

口径(14.6) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/1)
－891ﾞﾃﾅ転回面外内

表 52 土器観察表（10） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

407 SI27 f
土師器
甕

口径(20.0) 粗 良好
灰白色

(10YR8/2)
口縁端部外面ﾅﾃﾞ､頸部外
面ﾊｹ目､内面ﾊｹ目

201 －

408 SI27 f･g
須恵器
坏

底径(5.0) 密 良好
黄灰色

(2.5Y5/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾊｹ目

201 62

409 SI27 h
須恵器
坏蓋

口径(11.6)
器高3.2

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗ切り

美濃須衛
内面「卅」字状線刻
外面自然釉付着

201 69

410 SI27 j
須恵器
高坏

脚径(7.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
56102衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

411 SI27 g
須恵器
甕

－ 密 良好
淡黄色
(5Y8/3)

外面平行ﾀﾀｷ目､内面当て
具痕

－102衛須濃美

413 SI28 b
ﾛｸﾛ土師器
碗か皿

底径5.6 密 不良
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着 203 72

414 SI28 d
ﾛｸﾛ土師器
碗か皿

底径6.0 密 不良
灰白色～黒色

(2.5Y8/2～2.5Y2/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

203 －

415 SI28 5
ﾛｸﾛ土師器
碗か皿

底径(5.1) 密 不良
灰白色～黒褐色

(2.5Y8/2～2.5Y3/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切りか

203 －

416 SI28 e
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(7.2) 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
－302ﾞﾃﾅ転回面外内

417 SI28 e
灰釉陶器
小碗

口径(12.0)
底径(6.4)
器高3.7

密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

203 －

420
SI29
SZ41-周溝

g
e

須恵器
横瓶

－ 蜜 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
外面平行叩き､内面同心円
状当て具痕ﾅﾃﾞ消し

205 58

421 SI30 a
土師器
甕

－
やや
粗

良好
灰白色

(10YR8/2)
頸部外面ﾅﾃﾞ､体部外面ﾊｹ
目､内面不明

内面にコゲ付着 207 －

422 SI30-P01 3
土師器
甑

口径(25.0)
やや
粗

良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

55702着付煤部一面内明不

423
SI30
SI30-P01

a
3

須恵器
坏

口径(14.0)
底径(8.0)
器高4.2

蜜 不良
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

底部外面回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､内外
面回転ﾅﾃﾞ

底部内面摩耗 207 54

424 SI30-P01 3
須恵器
甕

－ 密 良好
灰白色

(2.5Y7/2)
外面叩き目ﾅﾃﾞ消しか､内
面当て具痕ﾅﾃﾞ消し

外面に焼成時の付着物 207 －

425 SI30-P01 3
須恵器
甕

－ 蜜 不良
灰黄色

(2.5YR7/2)
外面格子状ﾀﾀｷ痕､内面不
明

207 －

426
SI30
SI30-P01

a
3

須恵器
甕

－ 蜜 不良
灰白色

(10YR8/2)
外面格子状ﾀﾀｷ痕､内面不
明

207 －

427 SI30 3
須恵器
甕

－ 蜜 不良
浅黄橙色
(7.5YR8/3)

－702明不面内､痕ｷﾀﾀ行平面外

429 SI34-壁際溝 c
須恵器
高坏

－ 密 良好 灰色(7.5Y6/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 7世紀後葉(Ⅲ期後半) 209 76

430
SI36
SI33

a
1

縄文土器
深鉢

－ やや粗 良好 にぶい橙色(7.5YR6/4)
体部外面縄文(RL)､体部内
面ﾅﾃﾞ

中期後葉 外面に煤付着 212 －

431 SI36 a
縄文土器
深鉢

－ やや粗 不良 にぶい黄褐色(10YR5/3)
内外面ﾅﾃﾞ､口縁部外面縄
文(RL)

212 －

433 SI37 b
縄文土器
深鉢

－ 密 不良 橙色(7.5YR6/6)
体部外面山形文､体部内面
ﾅﾃﾞ

早期前葉 山形文 215 －

434 SI37 d
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好 にぶい黄橙色(10YR7/3)
内外面ﾅﾃﾞ､体部外面沈線
文

諸磯式系 内面に煤付着､沈線文 215 －

435 SI37 a
縄文土器
深鉢

底径(14.2)
やや
粗

良好 にぶい黄褐色(10YR5/3)
内外面ﾅﾃﾞ､底部外面キザ
ミ

－512葉後期前

436 SI37 2
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良 明褐色(7.5YR5/6)
内外面縄文(LR)､体部内面
ﾅﾃﾞ

外面に煤付着 215 －

437 SI37 c
縄文土器
深鉢

－ 密 良好 褐灰色(10YR5/1)
体部外面縄文(LR)､体部内
面ﾅﾃﾞ･ユビｵｻｴ

－512葉後期前

438 SI37 a
縄文土器
浅鉢

－
やや
粗

良好 橙色(7.5YR6/6)
内外面ﾅﾃﾞ､口縁部外面沈
線･穿孔

前期後葉 列孔文浅鉢 215 58

439 SI37 b
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好 にぶい黄橙色(10YR6/3) 内外面ﾅﾃﾞ､体部外面沈線
新保・新
崎式

215 －

440 SI37 1
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良 明赤褐色(5YR5/6)
内外面ﾅﾃﾞ､口縁部外面沈
線

－512葉後期中

441 SI37 b
弥生土器
有段口縁甕

口径(15.8)
やや
粗

良好 明赤褐色(5YR5/6)
口縁部外面疑横線･ﾅﾃﾞ､口
縁部内面ﾅﾃﾞ

月影式 外面に煤付着 215 －

442 SI37 c･d
弥生土器
甕

口径(9.4) やや粗 67512ﾞﾃﾅ面外内)1/5RY01(色灰褐良不

443 SI37 c
弥生土器
鉢か高坏

口径(12.0)
やや
粗

67512ﾞﾃﾅ面外内)2/6RY01(色褐黄灰良不

444 SI37 a
土師器
甕

口径(17.8) 粗 良好 にぶい黄橙色(10YR7/3)
内外面ﾊｹ目､口縁部外面ﾅ
ﾃﾞ

215 76

445 SI37 2
土師器
甕

口径(17.4)
やや
粗

不良 橙色(7.5YR6/6)
口縁部外面摩滅により調
整不明､体部外面･口縁部
から体部内面ﾊｹ目

215 76

446 SI37 d
土師器
壺か

底径(9.2)
やや
粗

67512目ｹﾊ面内部体､ﾞﾃﾅ面外内)4/8RY01(色橙黄浅良不

447 SI37 c･d
土師器
鉢

底径(6.4) 粗 不良 灰黄褐色(10YR5/2)
内外面ﾅﾃﾞ､底部内面ユビｵ
ｻｴ

外面に煤付着 215 76

448 SI37 2
土師器
坏

67512文暗面内部体､ｷﾞｶﾐ面外内)6/6RY5(色橙好良密)0.42(径口

表 53 土器観察表（11） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

449 SI37-カマド b
須恵器
坏

口径(12.0)
底径(6.6)
器高3.8

密 良好 灰色(7.5Y5/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛
8世紀前葉（Ⅳ期第1小
期）

215
39・
74

450 SI37 a
須恵器
坏蓋

口径(10.4)
器高3.5

密 良好 灰黄色(2.5Y6/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､天井部回
転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛 7世紀後半（Ⅲ期後半） 215 76

451 SI37-P04 1
須恵器
坏蓋

口径(17.0) 密 良好 灰白色(5Y8/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛
内面に漆状の付着物､8世
紀前葉（Ⅳ期第1小期）

215 76

452 SI37 d
須恵器
甕

－ 密 良好 灰黄色(2.5Y6/2)
体部外面同心円当て具痕､
体部内面平行ﾀﾀｷ痕･格子
状ﾀﾀｷ痕

外面に煤付着 215 76

453
SI37
SK669

c
1

須恵器
甕

－ 密 不良 灰白色(7.5YR8/2)
体部外面同心円当て具痕､
体部内面平行ﾀﾀｷ痕

215 76

454 SI37 a
須恵器
甕

67512ﾞﾃﾅ転回面外内)2/7Y5(色白灰好良密)0.82(径口

462 SI39 1
縄文土器
深鉢

－ 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

体部外面貝殻条痕､体部内
面ﾅﾃﾞ

早期 胎土に繊維混じる 217 －

463 SI39 1
土師器
甕

－ 密 不良 灰黄褐色(10YR5/2)
体部外面ﾊｹ目(9㎜/8条)､
体部内面ﾅﾃﾞ

外面に煤付着 217 76

464 SI39-カマド a
土師器
壺か甕

－ 密 良好 明黄褐色(10YR6/6)
体部外面ﾊｹ目(2.0㎝/6
条)､体部内面ﾅﾃﾞ

内外面に煤付着 217 76

465 SI39 1
土師器
壺

－
やや
粗

－712着付煤に面外内ﾞﾃﾅ面外内)2/7Y5.2(色黄灰良不

466 SI39 a
須恵器
坏身

口径9.6
底径5.4
器高3.3

密 良好 灰色(N4/0)
内外面回転ﾅﾃﾞ､外面底部
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

猿投
I17窯式

外面に自然釉付着､7世紀
後半

217
41・
74

467 SB01-整地層 a
須恵器
坏

底径(9.4)
やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

219 －

468 SB01-整地層 a
須恵器
坏蓋

口径(14.4)
やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部回転ﾍ
ﾗｹｽﾞﾘ

219 －

469 SB01-P02 6
須恵器
甕

－ 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
外面平行ﾀﾀｷ目､内面当て
具痕ﾅﾃﾞ消し

猿投 内面摩耗 219 －

471
SB02･03-整
地層
EC9

1
Ⅱ

須恵器
坏

口径14.7
底径8.3
器高3.8

やや
粗

良好
灰白色
(5Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－122地在

472
SB02･03-整
地層
EC9,EC10

a･b
Ⅱ

須恵器
坏

口径(15.4)
底径(12.8)
器高4.3

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－122衛須濃美

473
SB02･03-整
地層

e
須恵器
蓋

口径16.6
器高3.9

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－122衛須濃美

474
SB02･03-整
地層

3
須恵器
高坏

脚径(10.0) 密 良好
灰白色
(5Y7/2)

－122投猿ﾞﾃﾅ転回面外内

475

SB02･03-整
地層
SI14-カマド
EC6,ED6

d

a
Ⅱ

須恵器
短頸壺

口径(10.6)
底径9.3
器高12.2

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
下部回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

66122衛須濃美

476
SB02･03-整
地層

d
須恵器
小壺

口径(4.8)
底径(5.8)
器高6.3

やや
粗

良好
灰白色

(7.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面ﾍ
ﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛 底部外面線刻 221 66

477 SB03-P01 3
須恵器
坏

口径(14.1) 密 良好
灰白色
(5Y7/1)

－322地在ﾞﾃﾅ転回面外内

478 SB03-P01 1
須恵器
坏蓋

口径(16.0) 密 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛 外面自然有付着 223 －

479 SB04-P02 d
須恵器
蓋

口径(10.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
－132着付釉然自面内ﾞﾃﾅ転回面外内

480 SB04-P02 d
須恵器
平瓶

－ 密 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ

外面自然釉付着､体部上
半に閉塞痕

231 －

482 SB04-P03 a
灰釉陶器
碗

口径(12.8) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
－132ﾞﾃﾅ転回面外内

484
SB04-P06
ED6,EF7,EG7

b
Ⅱ

須恵器
甕

－ 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体部
外面ﾀﾀｷ目､当て具痕

外面自然釉付着 231 －

485 SB04-P08 1
須恵器
蓋

口径(13.2) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
－132衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

486 SB04-P09 a
須恵器
短頸壺

口径(9.8) 密 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
か

231 －

487
SB04-P11
EH9

1
Ⅱ

須恵器
坏

口径(15.0)
やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
－132ﾞﾃﾅ転回面外内

488
SB04-P13
EI6

a
Ⅲa

須恵器
甕

－ 密 良好
黄褐色

(2.5Y5/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､内面回転ﾅ
ﾃﾞ及びﾊｹ目

231 －

489
SB04-P15
EG11

1･2
Ⅲa

須恵器
口径(10.2)

やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ

口縁部外面煤付着
口縁部内面自然釉付着

231 64

490 SB04-P23 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径(4.4) 密 良好
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着 231 72

491 SB04-雨落溝 a
須恵器
甕

－ 密 良好
灰色

(7.5Y6/1)
外面ﾀﾀｷ目､内面当て具痕ﾅ
ﾃﾞ消し

231 －

493 SB04-基壇 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径9.6
底径6.2
器高2.1

密 不良
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

底部外面を除く内外面漆
付着

232
68・
72
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

494 SB04-基壇 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径(4.4) 密 不良
黄灰色

(2.5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内面漆付着 232 72

495 SB04-基壇 1
須恵器
横瓶

－
やや
粗

良好
にぶい黄橙～褐灰色
(10YR7/2～10YR5/1)

外面ｶｷ目､内面回転ﾅﾃﾞ 外面自然釉付着 232 －

496 SB04-基壇 1
灰釉陶器
小碗

口径(10.8)
底径6.2
器高3.5

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内面漆付着 232 －

504 EI9 Ⅲa
須恵器
坏身

口径(8.8) 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

－232物遺土出辺周40BSﾞﾃﾅ転回面外内

505 EH7 Ⅲa
須恵器
脚台盤

口径(15.0) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

内面自然釉付着(重ね焼
き痕)

232 －

506 EG7 Ⅲa
須恵器
壺

－ 密 不良
灰白色

(2.5Y8/1)
－232物遺土出辺周40BSﾞﾃﾅ転回面外内

507
EG9
EH7

Ⅱ
Ⅱ･Ⅲa

須恵器
多口瓶

口径11.3
底径14.1
器高29.7

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､子口頸部
接合部分内外面ﾍﾗｹｽﾞﾘ､底
部外面回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

在地か
子口頚部､口径7.2cm須
恵器質

233 63

508 EG9 Ⅲa
須恵器
多口瓶

子口頸部
口径6.0

やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/3)

体部外面上半回転ﾅﾃﾞ､体
部外面下半回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､内
面回転ﾅﾃﾞ

子口縁部､体部外面上半
に2条の沈線､体部内外
面及び断面漆付着

233
63・
73

509 EG7 Ⅲa
灰釉陶器
多口瓶

口径(5.8) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､接合部内
外面ﾍﾗｹｽﾞﾘ

子口頸部 233 63

510 EH10 Ⅲa
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.0) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

仏具写しか､体部外面１
条の横位沈線

233 59

511 EG9 Ⅲa
灰釉陶器
小碗

口径11.1
底径6.1
器高3.2

密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り後ﾅﾃﾞ

内外面自然釉付着(重ね
焼き痕)

233 －

553 SB06-P04 1
灰釉陶器
碗

底径(6.1) 密 良好 灰白色(2.5Y7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式

無釉､底部内面摩耗､内
面に自然釉付着

238 77

555 SB09-P03 g
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好 にぶい橙色(7.5YR6/4) 内外面ﾅﾃﾞ､体部外面条線 中期後葉 底部近く 243 －

556 SB09-P03 2
土師器
碗

口径(12.2) 密 不良 浅黄橙色(10YR8/3)
口縁部～体部外面ﾊｹ目､口
縁部～体部内面ﾐｶﾞｷ

243 77

557 SB09-P03 a
灰釉陶器
皿

底径(7.0) 密 良好 浅黄色(2.5Y7/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式

無釉､底部内面摩耗､底
部内面に墨書

243 71

559 SB09-P05 2
縄文土器
深鉢

－342葉後期中線沈面外部体､ﾞﾃﾅ面外内)6/6RY5(色橙好良密－

561 SB09-P15 1
縄文土器
深鉢

底径(6.6)
やや
粗

不良 にぶい黄褐色(10YR5/4)
体部外面ﾐｶﾞｷ･指ｵｻｴ､底部
外面ﾅﾃﾞ､内面ﾅﾃﾞ

中期後葉
～後期

243 －

562 SA06-P02 3
須恵器
甕

－ 密 良好 暗灰黄色(2.5Y5/2)
体部外面平行ﾀﾀｷ痕､体部
内面ﾅﾃﾞ

247 77

564 SU01 a･c･1
灰釉陶器
碗

口径(12.9) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
－942ﾞﾃﾅ転回面外内

565 SU01 1
灰釉陶器
碗

口径(12.8)
底径6.6
器高3.6

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内面摩耗 249 －

566 SU01 1
灰釉陶器
碗

口径(15.2)
底径(7.8)
器高4.2

密 良好
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内面摩耗､底面墨書
「万真」か

249
68・
70

567 SU01 2
灰釉陶器
碗

口径(16.0)
底径(7.4)
器高4.3

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

高台端部に板目痕､底部
内面摩耗

249 －

568
SU01
EE13

2
Ⅰ･Ⅱ

灰釉陶器
碗

口径(15.6)
底径7.6
器高4.7

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

底部内面摩耗 249 68

569 SU01 b･1
灰釉陶器
碗

口径15.3
底径7.0
器高4.9

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

胎土に径1mm以下の長石
を含む

249 －

570 SU01 1
灰釉陶器
碗

口径(15.6)
やや
粗

不良
灰白色

(10YR8/2)
27942着付漆面内ﾞﾃﾅ転回面外内

571 SU01 2
灰釉陶器
碗

口径(13.2) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
－942着付釉然自面外内ﾞﾃﾅ転回面外内

572 SU01 2
灰釉陶器
碗

口径(15.2) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ

口縁部内外面煤付着(灯
明か)

249 －

573 SU01 a
灰釉陶器
碗

底径(7.2) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

底部内面摩耗 249 －

574 SU01 1
灰釉陶器
碗

底径6.6 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内面摩耗 249 －

575 SU01 1
灰釉陶器
碗

底径5.9 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内面摩耗 249 －

576 SU01 1
灰釉陶器
碗

底径6.4 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り後ﾅﾃﾞ

249 －

577 SU01 2
灰釉陶器
碗

底径(7.8) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内面摩耗 249 －

578 SU01 2
灰釉陶器
碗

底径6.4 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切りか

底部内面漆付着 249 72

579 SU01 1
灰釉陶器
碗

底径6.6 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

249 －

表 55 土器観察表（13） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

580 SU01 1
灰釉陶器
碗

底径7.7 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

249 －

581 SU01 1･2
灰釉陶器
碗

口径(14.0) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
－942ﾞﾃﾅ転回面外内

582 SU01 1
灰釉陶器
折縁皿

口径14.3
底径7.3
器高2.4

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内面焼きぶくれ 249 －

583 SU01 2
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径11.6
底径5.6
器高2.8

密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

口縁部内面の一部に煤
付着(灯明皿か)

249 68

584 SU01 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径4.8 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ

内外面漆付着､底面外面
回転糸切痕､板状圧痕

249 72

585 SU01 b
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径(5.0) 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

249 －

586 SU01 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(9.2) 密 不良
灰白色

(10YR8/1)
－942ﾞﾃﾅ転回面外内

587 SU01 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(7.4) 密 不良
灰白色

(10YR8/2～10YR7/1)
－942ﾞﾃﾅ転回面外内

588 SU01 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径7.4 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
－942ﾞﾃﾅ転回面外内

590 SK143 1
灰釉陶器
碗

底径(6.5)
やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面ﾅ
ﾃﾞ､内面回転ﾅﾃﾞ

249 －

591 SK144 1
須恵器
蓋

口径(14.6)
やや
粗

良好
灰白色

(7.5Y7/2)
－942地在ﾞﾃﾅ転回面外内

592 SP29 e
灰釉陶器
碗

底径(7.0) 密 良好 灰白色(5YR7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式

無釉､底部内面摩耗 251 77

594 SP55 c
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好 にぶい黄橙色(10YR7/3)
内外面ﾅﾃﾞ､口縁部外面爪
形文､体部外面沈線･刺突

北陸系、
中期中葉

251 －

595 SP55 a
縄文土器
深鉢

－ 粗 不良 灰黄褐色(10YR4/2)
口縁部外面沈線､口縁部内
面ﾅﾃﾞ

北陸系、
中期

251 －

597 SD04 g
土師器
鉄鉢形土器

口径(15.2)
やや
粗

良好
明黄褐色
(10YR7/6)

外面ﾊｹ目(幅11mm-8本)､内
面ﾅﾃﾞ

金属器写しか 252 －

598 SD04 a
須恵器
鉄鉢形土器

口径(17.7) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
－252投猿ﾞﾃﾅ転回面外内

599 SD10 c
須恵器
坏

口径(10.2)
底径(7.8)
器高3.4

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
静止ﾍﾗｹｽﾞﾘ

－352衛須濃美

600 SD10 b
須恵器
碗

底径5.0 密 良好
灰色

(5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

96352か投猿

601 SD12 b
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.4) 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内面漆付着 254 72

602 SD12 a
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(6.8) 密 不良
灰白色～灰色

(2.5Y8/2～5Y4/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

254 －

603 SD12 c･f
灰釉陶器
碗

口径(14.0)
底径(7.6)
器高3.9

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

254 －

604
SD32
SK511

a
c

須恵器
碗

底径(8.6) 密 良好 灰白色(2.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛
O10窯式

重ね焼痕 255 77

605 SD32 e
緑釉陶器
碗

－ 密 良好 灰色(5Y6/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
緑釉:7.5Y5/3オリーブ
色

255 77

607 SK009 d･f
須恵器
坏

口径(18.8)
底径(13.0)
器高4.0

密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

美濃須衛
底部内面摩耗
外面自然釉付着

256 －

608 SK009 ℓ
須恵器
蓋

口径(15.8) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 外面自然釉付着 256 －

609 SK009 q
須恵器
長頸壺

口径(17.0) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛

口縁部～頸部外面及び
口縁部内面自然釉付着

256 －

610 SK009 d･n
須恵器
甕

口径(33.8) 密 良好
灰色
(N6/0)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頸部外面
一部平行ﾀﾀｷ目残存

－652か投猿

613 SK064 a
須恵器
平瓶

口径5.1
底径6.6
器高8.1

密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)

口縁部内外面回転ﾅﾃﾞ､体
部内外面回転ﾅﾃﾞ後､下半
外面回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

猿投
外面自然釉付着､把手剥
離

257
49・
66

614 SK064 d
須恵器
平瓶

底径7.4 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)

口縁部内外面回転ﾅﾃﾞ､体
部内外面回転ﾅﾃﾞ後､下半
外面回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

猿投
外面自然釉付着､把手剥
がれ

257
49・
66

615 SK139 不明
灰釉陶器
碗

底径7.6 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

底部内面摩耗墨痕（転
用硯）

258 －

616 SK139 d
灰釉陶器
碗

底径7.4 密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

258 －

617 SK173 1
灰釉陶器
輪花碗

口径(15.0) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
－852着付釉然自面外内ﾞﾃﾅ転回面外内

618 SK180 b
須恵器
坏

口径14.6
底径10.9
器高4.4

密 不良
灰色

(5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

259 －

619
SK180
EF8

b
Ⅱ

須恵器
甕

口径(28.0) 密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛

内面自然釉付着､頸部外
面櫛描波状文

259 －
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44　第３章　調査の成果

掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

620 SK182 2
須恵器
甕

口径(31.0) 密 良好
灰黄褐色
(10YR6/2)

46062文状波描櫛面外部頸ﾞﾃﾅ転回面外内

621 SK182 2
須恵器
甕

－
やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y7/4)
体部外面格子状ﾀﾀｷ目､体
部内面下部当て具痕

－062投猿

622 SK182 2
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.0) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着 260 72

623 SK183 d
須恵器
無蓋高坏

口径(15.6) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ

美濃須衛
か

261 －

624 SK183 h
須恵器
短頸壺

口径(7.7) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
－162衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

625 SK183 c･g
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径(12.8)
底径(6.0)
器高2.7

密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着 261 72

626 SK183 e
灰釉陶器
碗

口径12.8
底径6.7
器高4.0

密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内面自然釉付着 261 68

627 SK183 d
灰釉陶器
皿

口径(11.8)
底径(6.0)
器高2.3

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
ンし外面回転ﾅﾃﾞ､底部外
面回転糸切り

底部内面摩耗
口縁端部内面漆付着

261 68

629 SK184 1
須恵器
盤

口径14.0
底径7.4
器高2.5

密 良好
灰白色

(7.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

－362投猿

630 SK184 b
須恵器
鉄鉢形土器

口径(21.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)

口縁部～体部外面上部､体
部外面下部回転削り､内面
回転ﾅﾃﾞ

美濃須衛
か

263 －

631 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(10.6)
底径(5.0)
器高3.6

密 不良
橙色

(7.5YR7/6)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

263 68

632 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.8) 密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内面摩耗（転用硯
か）､底部外面墨書

263 70

633 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径(10.8)
底径(5.2)
器高2.9

密 不良
灰白色～褐灰色

(10YR8/2～10YR4/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着 263 72

634 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径(14.8)
底径(7.2)
器高3.8

密 不良
灰黄褐色～黒色

(10YR5/2～10Y2/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切後ﾅﾃﾞ

内外面煤付着 263 72

635 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径10.4
底径5.0
器高2.4

やや
粗

良好
灰白色～淡黄色
(2.5Y8/2～8/4)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

263 68

636 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径(11.4)
底径5.2
器高2.1

密 不良
浅黄橙色
(10YR8/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

263 －

637 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径(12.0) 密 不良
灰黄褐色
(10YR6/2)

27362着付漆綿外内ﾞﾃﾅ転回面外内

638 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径5.0 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ

外面漆付着､内面の一部
に炭素吸着

263 72

639 SK184 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径6.2 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

263 －

640 SK184 1
灰釉陶器
碗

口径15.6
底径8.0
器高4.4

密 良好
浅黄橙色と灰黄色
(10YR8/3と2.5Y7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部内面ﾍ
ﾗｹｽﾞﾘ

底部内面摩耗 263 68

641 SK184 1
灰釉陶器
碗

底径(7.6) 密 不良
明黄褐色
(10YR7/6)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

263 －

642 SK184 1
灰釉陶器
碗

口径(12.8)
底径6.8
器高3.8

密 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面回
転ﾍﾗ切り

263 －

643 SK184 1
灰釉陶器
碗

底径6.3 密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

内面自然釉付着(重ね焼
き痕)

263 －

644 SK184 1
灰釉陶器
碗

口径(12.8)
底径(6.8)
器高4.3

密 良好
灰白色～黄灰色

(2.5Y8/2～2.5Y4/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

内外面漆付着 263 73

645 SK184 1
灰釉陶器
碗

口径(14.7)
底径(6.8)
器高4.5

密 良好
淡黄色～黄灰色

(2.5Y8/3～2.5Y4/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

部分的に黒褐色に変色､
内外面二次焼成痕

263 73

646 SK184 1
灰釉陶器
碗

口径'(13.0) 密 良好
黄灰色

(2.5Y5/1)
27362着付漆面外内ﾞﾃﾅ転回面外内

647 SK184 1
灰釉陶器
皿

口径(14.0)
底径(6.0)
器高3.1

密 良好
灰白色

(10YR8/1)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り､底部内面回転
ﾍﾗｹｽﾞﾘ

底面外面に朱墨痕（転
用硯）､内面自然釉付着

263 73

651
SK185
SK239
EE7,EF8

h～k
a
Ⅱ

須恵器
平瓶

底径11.0
やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面ﾅ
ﾃﾞ及び指ｵｻｴ

外面自然釉付着 264 －

652
SK184
SK185

2
1

ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(12.9)
底径5.2
器高3.0

やや
粗

不良
黒色

(10YR2/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面炭素吸着(黒色土
器)

264 72

653 SK185 f
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径5.4 密 不良
黒褐色

(2.5Y3/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面煤付着 264 72

表 57 土器観察表（15） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

654 SK185 f
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径5.2 密 不良
黒褐色

(2.5Y3/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切か

内外面及び断面に炭素
吸着

264 72

655 SK185 f･2
灰釉陶器
碗

底径7.0 密 不良
灰白色～黄灰色

(10YR8/2～2.5Y4/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

264 －

656 SK185 f
灰釉陶器
碗

底径(6.6) 密 良好
灰白色～淡黄色

(2.5Y7/1～2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

内外面漆付着 264 72

657 SK185 f
灰釉陶器
碗

底径(6.0) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
27462着付漆面外内ﾞﾃﾅ転回面外内

658 SK185 f
灰釉陶器
碗

口径(13.0)
底径6.4
器形3.4

密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内面自然釉付着､灰釉
(オリーブ灰色：2.5GY 
6/1)

264 －

659 SK185 f
灰釉陶器
小碗

口径(10.8)
底径(6.1)
器形3.7

密 良好
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切りか

高台端部に板目痕､灰釉 264 68

660 SK185 f
灰釉陶器
皿

口径14.6
底径7.2
器形3.1

密 良好
灰白色

(7.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

264 68

663 SK186 m
土師器
不明(暗文)

－ 密 良好
橙色

(5YR6/6)
96662文暗面内ﾞﾃﾅ面外内

664 SK186 h･K
土師器
甕

口径(18.0) 粗 良好
橙色

(7.5YR7/6)

口縁部外面ﾅﾃﾞ及び指ｵｻｴ､
口縁部内面･体部外面ﾊｹ
目､体部内面ﾅﾃﾞ及び指ｵｻｴ

266 －

665 SK186 h
須恵器
坏

口径(13.5)
底径(8.1)
器高3.6

やや
粗

良好
灰白色～灰黄色

(2.5Y8/1～2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗ切り

在地 体部外面線刻 266 70

666

SK064
SK183
SK184
SK185
SK186
EF5,EI6

a
d･g･j
1

e～g･7
f
Ⅱ

須恵器
甕

－ 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)

頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体部
外面平行ﾀﾀｷ目､体部内面
当て具痕

美濃須衛
内外面自然釉付着
美濃須衛

266 －

667
SK186
EF5

h･g･7
Ⅱ

須恵器
広口壺

底径(9.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

－662衛須濃美

668 SK186 a･ｂ･1
須恵器
壺

底径(11.0)
やや
粗

良好
浅黄色

(7.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

266 －

669
SK183
SK186

e･1
6

須恵器
長頸壺

底径(5.4) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り後ﾅﾃﾞ

美濃須衛
外面自然釉付着､高台剥
がれ

266 －

670
SK186
EF6

c
Ⅱ

須恵器
堤瓶

－
やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛

外面自然釉付着､把手剥
がれ

266 －

671 SK186 m
ﾛｸﾛ土師器
皿

底径(5.0) 密 不良
黄灰色

(2.5Y4/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

266 72

672 SK186 f
灰釉陶器
碗

底径(8.0) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
－662ﾞﾃﾅ転回面外内

673 SK194 1
灰釉陶器
壺

－ 密 良好
灰白色
(5Y8/1)

－762着付釉然自面外ﾞﾃﾅ転回面外内

674
SK200
EG7

a
Ⅱ

須恵器
器台

口径(16.2)
脚径(10.4)
器高7.0

やや
粗

良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

－762ﾞﾃﾅ転回面外内

675 SK200 a
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.0) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

267 72

676 SK200 a
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.0) 密 不良
黒褐色

(2.5Y3/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面及び断面に炭素
吸着

267 72

677 SK200 a
灰釉陶器
碗

底径(6.0) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内面摩耗 267 －

679 SK201 b
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.2) 密 不良
灰黄褐色
(10YR6/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着 268 72

680 SK201 a
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径5.0 密 不良
灰白色～灰黄褐色
(10YR8/1～10YR5/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内面漆付着 268 72

681 SK201 2
灰釉陶器
碗

口径(12.6)
底径(6.2)
器高4.8

密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

268 －

682 SK201 3
灰釉陶器
碗

底径(6.6) 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

268 －

685 SK204 a
須恵器
高坏

口径(15.4) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
－962ﾞﾃﾅ転回面外内

686

SK204
SK183
ED6,ED7,EC6
,
EF6
EF7

b･e
g
Ⅱ

Ⅲa

須恵器
甕

口径(23.0)
器高(40.4)

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)

口縁部～頸部内外面回転ﾅ
ﾃﾞ　体部外面格子状ﾀﾀｷ
目､体部内面当て具痕

自然釉付着､丸底 269 67

687 SK204 a･e
須恵器
壺

底径(6.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ

底部外面摩耗
外面「又」字状の線刻

269 －

688
SK207
EC7,EC8,ED7
,EE7,EF6

a
Ⅱ

須恵器
甕

口径(31.6)
やや
粗

良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
－962投猿ﾞﾃﾅ転回面外内部縁口

689 SK207 a
灰釉陶器
碗

底径(6.8) 密 不良
黒褐色～黄灰色

(2.5Y3/1～2.5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

269 －

表 58 土器観察表（16） 



46　第３章　調査の成果

掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

690 SK208 a
須恵器
甕

口径(36.8) 密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
－072衛須濃美ﾞﾃﾅ転回面外内

692 SK209 a
須恵器
長頸壺

口径(10.8) 密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ
口縁端部外面自然釉付
着

271 －

693
SK209
SD12

d
a

須恵器
壺

底径(10.4)
やや
粗

良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

K281と接合 271 －

694
SK209
EJ6

e
Ⅱ

須恵器
壺

底径(13.4)
やや
粗

良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
未調整(藁･モミガラ痕)

271 －

695 SK209 a
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(17.0) 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
27172着付煤面外内ﾞﾃﾅ転回面外内

696 SK209 e
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.6) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
－172滅摩し熱被に的体全ﾞﾃﾅ転回面外内

697 SK209 d
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.2) 密 不良
浅黄橙色
(10YR8/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
不明

高台剥離､内外面漆付着 271 72

698 SK209 d
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.0) 密 不良
にぶい黄橙色
(10YR7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着 271 72

699 SK209 a
灰釉陶器
碗

口径(12.8) 密 良好
灰白色
(5Y8/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ
灰釉 (黄灰色：2.5Y 
5/1)

271 －

700 SK209 c
灰釉陶器
碗

底径(7.0) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

底部内面摩耗 271 －

701 SK209 c
灰釉陶器
皿

底径6.8 密 不良
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

墨書「大」 271 70

704 SK211 d･e･h
須恵器
甕

－ 密 不良
灰白色～淡橙色

(2.5Y8/2～5YR8/3)

頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体部
外面平行ﾀﾀｷ目､体部内面
当て具痕

271 －

707
SK232
SI25

a･c
e

須恵器
坏蓋

口径10.7
器形3.6

密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗ切り

－272衛須濃美

708 SK232 b
須恵器
横瓶

－
やや
粗

良好
黄灰色～にぶい黄色
(2.5Y4/1～2.5Y6/3)

体部内外面回転ﾅﾃﾞ後､体
部外面ｶｷ目

－272地在

709 SK233 a
土師器
甕

口径(15.0) 粗 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
外面ﾊｹ目(8本/20mm)､内面
ﾊｹ目

273 62

710 SK239 c
須恵器
坏

底径(6.5) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ(内面工具
痕)､底部外面回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

猿投
底部外面摩耗､外面
「又」字状の線刻

274 70

711 SK239 h
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径9.7
底径5.3
器高2.0

密 不良
暗灰黄色
(2.5Y5/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

274 68

712 SK239 g
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.0) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

底部内外面漆付着 274 72

713 SK239 f
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径5.1 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着 274 72

714 SK239 l･e
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径(14.2)
底径(6.7)
器高2.5

密 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部内面ﾍ
ﾗｹｽﾞﾘ

274 68

715 SK239 a
灰釉陶器
碗

口径(12.9)
底径(6.0)
器高3.4

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

灰釉 (灰白色：2.5Y 
7/1)

274 －

716 SK239 h
灰釉陶器
碗

底径(6.0) 密 良好
黄灰色

(2.5Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

猿投か美
濃

内面自然釉付着､灰釉 
(灰白色：2.5Y 7/1)

274 －

717 SK239 e
灰釉陶器
碗

底径(7.2) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外回
転ﾍﾗケズ

猿投か美
濃

底部内面重ね焼き痕 274 －

718 SK239 h
灰釉陶器
碗

底径(6.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ後ﾅﾃﾞ

猿投か美
濃

灰釉 (にぶい黄橙色：
10YR 6/3)

274 －

719 SK239 a
灰釉陶器
碗

底径(7.0) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

底部内面摩耗し朱墨痕
（転用硯）

274 73

720 SK239 a
灰釉陶器
碗

－ 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内面朱墨痕（転用硯）､
内面自然釉付着

274 －

721 SK239 g
灰釉陶器
輪花碗

口径(12.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ

猿投か美
濃

灰釉 (灰白色：2.5Y 
8/1)

274 －

722 SK239 g
灰釉陶器
皿

口径(12.4)
底径(5.4)
器高2.2

密 良好
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ

猿投か美
濃

内面自然釉付着､高台畳
付に籾殻と思われる圧
痕

274 －

723 SK239 e
灰釉陶器
段皿

口径(13.0) 密 良好
灰黄色

(2.5Y7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ

猿投か美
濃

底部内面重ね焼き痕､内
面自然釉付着

274 －

724 SK239 a
灰釉陶器
折縁皿

口径(11.0) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ

猿投か美
濃

灰釉(オリーブ色：7.5Y 
6/3)

274 －

755 SK243 a
灰釉陶器
碗

底径(7.2) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

277 －

758 SK262 c
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径5.0 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内面煤付着 278 72

759 SK262 b･c
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(6.0) 密 不良
黒褐色

(2.5Y3/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

278 －

760 SK262 c
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(6.0) 密 不良
灰白色

(10YR8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

外面煤及び漆付着 278 －

761 SK262 a
灰釉陶器
碗

口径15.0
底径8.0
器高4.4

密 良好
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

猿投か美
濃

自然釉付着(重ね焼き
痕)､灰釉(灰白色：
2.5GY 8/1)

278 68

表 59 土器観察表（17） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

762 SK262 c
灰釉陶器
碗

口径(14.2)
底径(6.8)
器高4.6

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

278 －

763 SK262 b
灰釉陶器
碗

口径(13.2)
底径(6.2)
器高3.1

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

口縁端部内外面漆付着 278 －

764 SK262 c
灰釉陶器
碗

口径(15.0) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
27872着付煤面内ﾞﾃﾅ転回面外内

765 SK262 a
灰釉陶器
多口瓶

口径5.5
やや
粗

良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
36872部頸口子ﾞﾃﾅ転回面外内

767 SK405 7･m
弥生土器
装飾壺か

－ 蜜 良好
浅黄橙色
(10YR8/3)

外面不明､頸部内面指ｵｻｴ､
体部内面ﾅﾃﾞ

外面剥離 279 57

768 SK405 o
土師器
甕

－ 蜜 良好
橙色

(7.5YR7/6)
外面板ﾅﾃﾞ･ﾊｹ目､頸部内面
指ｵｻｴ､体部内面ﾅﾃﾞ

279 55

769
SK438
BS13
BT14

底
Ⅰ
Ⅱ

須恵器
碗

口径(14.2)
底径(6.4)

蜜 良好
灰色

(7.5Y5/1)
口縁部内外面回転ﾅﾃﾞ､底
部外面回転糸切り後ﾅﾃﾞ

85082地在

770 SK485 b
須恵器
坏

底径(8.5) 密 良好 灰白色(5Y7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 Ⅳ期第3小期か 281 77

771 SK485 a
須恵器
碗

－ 密 良好 灰白色(5Y7/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛
体部外面に墨書判読不
能

281 71

772 SK485 b
須恵器
盤

口径13.6
底径7.4
器高3.0

密 良好 にぶい黄橙色(10YR6/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
底部内面摩耗､内外面に
自然釉付着､底部外面に
墨書「大令」

281 74

773 SK485 b
須恵器
盤

口径(14.4)
底径(7.4)
器高(3.1)

密 良好 灰色(5Y4/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
K90窯式～
O53窯式併
行

281 74

774 SK485 b
須恵器
甕

底径(20.0) 密 良好 灰黄色(2.5Y7/2)
体部外面平行ﾀﾀｷ痕､底部
内外面回転ﾅﾃﾞ

281 77

775 SK485 a
灰釉陶器
碗

底径(6.8) 密 良好 灰黄色(2.5Y7/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
O53窯式併
行

底部外面に墨書「万」､
高台基部に板状の圧着
痕

281 71

776 SK485 a
灰釉陶器
碗

底径(8.2) 密 良好 灰色(N5)
内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

O10窯式併
行

内面に自然釉付着､重ね
焼痕

281 77

777 SK485 1
灰釉陶器
皿

口径(14.7)
底径7.4
器高2.4

密 良好 灰白色(2.5Y7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
東濃
光ヶ丘１
号窯式

灰釉:7.5Y7/2灰白色､底
部内面摩耗､底部内面に
自然釉付着､底部外面に
墨書「令」

281 71

778 SK485 1
灰釉陶器
皿

口径(19.2)
底径(9.0)
器高3.3

密 良好 にぶい黄橙色(10YR6/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
在地
O53窯式併
行

灰釉:5Y8/3淡黄色､底部
内面摩耗､内面に自然釉
付着､灰釉漬けがけ

281 77

779 SK506 1
須恵器
碗

底径(8.6) 密 良好 暗灰黄色(2.5Y5/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

O10窯式か
底部内面摩耗､内面に自
然釉付着

282 77

780 SK506 b
灰釉陶器
碗

口径14.0
底径7.6
器高4.5

密 不良 黄灰色(2.5Y6/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
O53窯式併
行

灰釉:2.5Y7/3浅黄色､底
部内面摩耗､内面に墨付
着

282 75

781 SK511 b
灰釉陶器
碗

口径(17.0)
底径7.4
器高4.9

密 良好 にぶい黄橙色(10YR7/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
O53窯式併
行

底部内面摩耗､内外面に
自然釉付着､底部外面に
墨書「万冨」

283
71・
75

782 SK511
a
b

灰釉陶器
碗

口径(13.6)
底径(8.2)
器高4.1

密 不良 にぶい黄色(2.5Y6/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
在地
H72窯式併
行

無釉､底部外面に記号と
思われる墨書､判読不能

283
71・
75

783 SK511
b
c

灰釉陶器
碗

口径13.0
底径6.5
器高4.1

密 良好 灰白色(2.5YR7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
東濃
虎渓山１
号窯式

無釉､内面に自然釉付着 283 75

784 SK511
a
b

灰釉陶器
碗

口径(15.4)
底径(7.4)
器高5.2

密 良好 灰白色(2.5YR7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛
無釉､底部内面摩耗､内
外面に自然釉付着､底部
外面に墨書「寺」か

283
71・
75

785 SK511
a
b
d

灰釉陶器
碗

口径(14.0)
底径(7.6)
器高4.5

密 良好 灰白色(5Y7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
O53窯式併
行

無釉､内外面に自然釉付
着

283 75

786 SK511 a
灰釉陶器
碗

底径(6.2) 密 良好 浅黄色(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
板目圧痕

美濃須衛
H72窯式併
行

無釉､底部内面摩耗､高
台下部に植物圧痕

283 77

787 SK511
d
1

灰釉陶器
碗

底径5.6 密 良好 浅黄色(2.5Y7/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
東濃
光ヶ丘１
号窯式

灰釉:2.5Y8/3淡黄色､底
部内面摩耗､外面に墨
痕､内面に自然釉付着

283 77

788 SK511 1
灰釉陶器
皿

底径(6.4) 密 良好 灰白色(5Y7/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式併
行

底部内面摩耗､内面に墨
付着､転用硯か

283 77

791 SK514 a
灰釉陶器
皿

口径13.0
底径7.0
器高2.4

密 良好 にぶい黄橙色(10YR6/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
在地､H72
窯式併行

無釉､内外面に自然釉付
着

284 75

792 SK516 1
灰釉陶器
碗

口径15.8
底径(8.2)
器高4.3

密 良好 灰白色(2.5YR7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
O53窯式併
行

底部内面摩耗､底部外面
に墨書「益」

284
71・
75

793 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径4.9 密 不良 浅黄橙色(7.5YR8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

285 50

表 60 土器観察表（18） 



48　第３章　調査の成果

掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

794 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径5.2 密 不良 浅黄橙色(7.5YR8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗 285 50

795 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径5.0 密 不良 灰白色(10YR8/2)
底部外面回転糸切痕､底部
内面回転ﾅﾃﾞ

底部内面摩耗 285 50

796 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径5.2
やや
粗

不良 灰白色(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

285 50

797 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径4.8 密 不良 浅黄橙色(10YR8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

285 50

798 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径5.2 密 不良 浅黄橙色(10YR8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､内外面に
煤付着

285 50

799 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径4.8 密 不良 灰白色(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

285 50

800 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径5.5 密 不良 灰白色(7.5YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗 285 50

801 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(6.0) 密 不良 灰白色(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

内外面に煤付着 285 50

802 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(11.5)
底径(5.2)
器高2.7

密 不良 灰白色(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､内外面に
煤付着

285 50

803 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(12.5)
底径5.8
器高2.6

密 良好 灰白色(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､内外面に
煤付着

285 50

804 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(12.6)
底径(5.0)
器高2.8

密 不良 浅黄橙色(10YR8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､内外面に
煤付着

285 50

805 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(11.8)
底径4.4
器高2.9

密 不良 浅黄橙色(10YR8/3)
口縁部～体部外面摩滅不
明､口縁部～底部内面回転
ﾅﾃﾞ､底部外面回転糸切痕

底部内面摩耗 285 50

806 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径12.0
底径5.0
器高2.9

密 不良 灰白色(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

内外面に煤付着 285
50・
74

807 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(12.4)
底径(5.4)
器高2.7

やや
粗

不良 灰白色(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

口縁部内外面に煤付着 285 50

808 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(13.1)
底径(5.2)
器高2.7

密 不良 灰白色(10YR8/2)
口縁部～体部外面摩耗不
明､口縁部～底部内面回転
ﾅﾃﾞ､底部外面回転糸切痕

底部内面摩耗､内外面に
煤付着

285 50

809 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(12.4)
底径5.2
器高2.8

密 不良 灰白色(7.5YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､内外面に
煤付着

285 50

810 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(12.9)
底径5.8
器高3.2

密 不良 灰白色(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､内外面に
煤付着

285
50・
74

811 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(13.2)
底径5.6
器高2.7

密 不良 淡黄色(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､口縁部内
外面に煤付着

285 50

812 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(12.4)
底径4.6
器高2.7

密 良好 灰白色(7.5YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､内外面に
煤付着

285 50

813 SK517 1
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(15.6)
底径6.4
器高3.7

密 良好 灰白色(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

底部内面摩耗､内面に煤
付着

285 50

814
SK517
排土

1
-

灰釉陶器
碗

口径(12.4)
底径6.6
器高3.9

密 良好 灰白色(5Y8/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
東濃
大原２号
窯式

無釉､底部内面摩耗､底部
外面に墨書「寺」

285 71

815 SK517 1
灰釉陶器
碗

口径12.3
底径6.2
器高3.7

密 不良 灰黄色(2.5YR7/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

美濃須衛
H72窯式併
行

無釉､底部内面摩耗､底部
内面に墨痕(転用硯)､高
台基部に植物の圧痕あり

285 75

816 SK517 1
灰釉陶器
碗

口径13.5
底径6.7
器高4.1

密 良好 灰白色(5Y8/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
O53窯式併
行

無釉 285 75

817 SK517 1
灰釉陶器
碗

口径(16.0) 密 良好 灰黄色(2.5YR7/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式併
行

無釉､内外面に自然釉､外
面に煤付着

285 78

818 SK517 1
灰釉陶器
碗

底径7.0 密 不良 浅黄橙色(10YR8/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
在地､H72
窯式併行

無釉 285 78

819 SK517 1
灰釉陶器
皿

底径(7.6) 密 良好 灰黄色(2.5Y7/2)
底部外面回転糸切痕､底部
内面回転ﾅﾃﾞ

美濃須衛
H72窯式併
行

無釉 285 78

821 SK557 1
須恵器
盤

底径(7.5) 密 良好 灰色(7.5Y5/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 Ⅴ期第1小期か､重ね焼痕 286 78

822 SK589 a
灰釉陶器
碗

口径(12.0)
底径(5.6)
器高3.5

密 良好 黄灰色(2.5Y7/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式併
行

無釉､底部内面摩耗 286 78

825 SK644 1
ﾛｸﾛ土師器
皿

口径(13.0)
底径(5.8)
器高2.3

やや
粗

不良 灰白色(2.5Y8/2)
内外面ﾅﾃﾞ､底部外面回転
糸切痕

口縁部内外面に煤付着 287 78

表 61 土器観察表（19） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

826 SK650 2
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良 褐色(7.5YR4/3)
体部外面縄文(LR)･沈線､
体部内面ﾅﾃﾞ

－782葉後期中

827 SK659 a
須恵器
坏身

口径(9.0) 密 良好 灰色(5Y6/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛 Ⅲ期前半併行 288
50・
78

828 SK659 a･1･3
須恵器
横瓶

－
やや
粗

良好 灰黄色(2.5Y6/2)
体部外面平行ﾀﾀｷ痕､体部
内面同心円当て具痕

288
50・
67

829 SK669 a
須恵器
甕

－ 密 良好 灰黄色(2.5Y6/2)
体部外面平行ﾀﾀｷ痕､体部
内面同心円当て具痕

外面に自然釉付着 289 78

832 SK708 1
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良 にぶい黄橙色(10YR7/2)
内外面ﾅﾃﾞ､体部外面爪形
文･沈線

北陸系､中
期中葉

290 －

833 SK759 h
縄文土器
深鉢

－ 密 良好 にぶい褐色(7.5YR6/3)
内外面ﾅﾃﾞ､体部外面山形
文

沢式
押型文､山形文､胎土に
黒鉛含む

290 －

834 SK759 1
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

良好 灰色(5Y4/1)
体部外面山形文､体部内面
ﾅﾃﾞ

早期前葉 押型文､山形文 290 －

835 SK759 h
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

不良 褐色(7.5YR4/3)
体部外面押型文､体部内面
ﾅﾃﾞ

早期前葉
押型文､ポジティブ楕円
文

290 －

836 SK759 j
縄文土器
深鉢

－
やや
粗

－092)LR(文縄面外内部縁口)4/6RY01(色橙黄いぶに良不

839 SK767 a
灰釉陶器
碗

口径12.1
底径7.1
器高4.0

密 良好 灰白色(2.5Y7/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
O53窯式併
行

灰釉:2.5Y6/3にぶい黄
色､底部内面摩耗､灰釉
漬がけ

291 75

841 SK808 a
灰釉陶器
碗

底径(9.0) 密 良好 にぶい黄橙色(10YR7/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式併
行

灰釉:7.5YR7/3にぶい橙
色､底部内面摩耗､底部
内外面に煤付着

292 78

842 SK808 a
灰釉陶器
碗

底径(8.0) 密 良好 灰白色(10YR8/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式併
行

無釉､底部内面摩耗､内
外面に煤がわずかに付
着

292 78

843 SK811 a
須恵器
坏

底径(9.0) 密 良好 灰黄色(2.5Y7/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ 美濃須衛
Ⅳ期第1小期､底部内面
摩耗

292 78

844 EE7 Ⅱ
土師器
甕

口径(16.0)
やや
粗

良好
灰白色

(2.5Y8/1)

口縁部外面ﾅﾃﾞ､体部外面ﾊ
ｹ目(8本/14mm)､口縁部～
体部内面ﾊｹ目(7本/13mm)

外面煤付着 293 －

845 BJ6 Ⅱ
土師器
甕

口径(14.4)
やや
粗

良好
灰白色

(2.5Y8/2)
55392明不

846 EM7 Ⅰ
土師器
甕

－
やや
粗

97392ﾞﾃﾅ面外内部体)4/6RY01(色橙黄いぶに良不

847 EE11 Ⅱ
須恵器
坏

口径10.2
底径6.7
器高3.6

密 良好
灰色

(5Y5/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗ切り後ﾅﾃﾞ

頂部内面「×」字状線
刻

293 70

848 EC6 Ⅱ
須恵器
坏

口径11.4
底径8.8
器高4.3

密 良好 不明
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

293 －

849 ED10 Ⅱ
須恵器
坏

底径(15.0) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

293 －

850 ED11 Ⅱ
須恵器
蓋

口径14.0
器高3.5

密 良好 不明
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

293 －

851 ED13 Ⅱ
須恵器
蓋

－
やや
粗

良好
灰色

(10Y6/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､

293 －

852 EE8 Ⅱ
須恵器
蓋

口径15.7
器高3.2

密 良好
灰黄色

(2.5Y6/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ､頂部内面ﾅﾃﾞ

外面自然釉付着 293 －

853 ED7 Ⅱ
須恵器
蓋

口径(15.2) 密 良好
灰白色

(2.5Y8/2)
内面回転ﾅﾃﾞ､頂部外面回
転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

金属器写し 293 －

854 EE7 Ⅱ
須恵器
脚台盤

口径(15.0)
底径(9.0)
器高3.3

やや
粗

良好
灰色

(5Y5/1)
－392ﾞﾃﾅ転回面外内

855 EF6 Ⅱ
須恵器
盤

底径7.4 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

293 －

856 EF7 Ⅲa
須恵器
盤

底径(13.4) 密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面回
転ﾍﾗ切り

底部内面摩耗 293 －

857 ED7 Ⅱ
須恵器
無蓋高坏

口径(11.8)
脚径(9.0)
器高7.5

密 良好
灰白色
(5Y8/2)

－392ﾞﾃﾅ転回面外内

858 ED7 Ⅱ
須恵器
無蓋高坏

口径(11.2)
脚径7.6
器高5.2

密 良好
淡黄色
(5Y8/3)

－392ﾞﾃﾅ転回面外内

859 EE12 Ⅱ
須恵器
鉢

口径(10.0)
底径6.4
器高4.9

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

内外面自然釉付着 293 －

860 ED6 Ⅱ
須恵器
鉢

口径(20.1)
底径(11.6)
器高14.0

密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
指ﾅﾃﾞ

293 －

861 EE13 Ⅱ
須恵器

－
やや
粗

良好
灰色～にぶい黄色
(5Y5/1～2.5Y6/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､頸部内面
しぼり痕

外面自然釉付着 293 －

862 EC9 Ⅱ
須恵器
短頸壺

口径6.3 密 良好
浅黄色,灰白色,黒色

(7.5Y7/3,10YR8/1,10YR
2/1)

－492投猿ﾞﾃﾅ転回面外内

863 EC6,EC7,ED6 Ⅱ
須恵器
短頸壺

口径(10.0) 密 良好
灰白色
(5Y8/1)

－492線沈条２面外部頸ﾞﾃﾅ転回面外内

表 62 土器観察表（20） 



50　第３章　調査の成果

掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

864 EE13 Ⅱ
須恵器
短頸壺

口径12.8 密 良好
灰白色

(7.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
下部格子状ﾀﾀｷ目

－492か陸北

865 EE8,EE11 Ⅱ
須恵器
短頸壺

底径12.0 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面ﾅ
ﾃﾞ

底部に内面から打ち欠
いた穿孔

294 －

866 EF8 Ⅱ
須恵器
壺

底径(8.4) 密 不良
灰白色

(2.5Y8/1)

体部内外面回転ﾅﾃﾞ後､体
下部～底部外面平行ﾀﾀｷ
目､内面当て具

－492か陸北

867 BS19 Ⅱ
須恵器
有耳壺

口径(14.2) 蜜 良好
灰白色

(7.5Y7/1)
85492着付釉然自面外ﾞﾃﾅ転回面外内

868 EE10 Ⅱ
須恵器
多口瓶

口径(6.1) 密 良好
浅黄色
(5Y7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ､接合部内
外面ﾍﾗｹｽﾞﾘ

小型口頸部 294 63

869 BT14 Ⅱ
須恵器
甕

口径(12.4) 密 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)

口縁部～頸部内外面回転ﾅ
ﾃﾞ､体部外面格子状ﾀﾀｷ目､
体部内面当て具痕

美濃須衛 外面自然釉付着 295 －

870 BT15 Ⅰ･Ⅱ
須恵器
甕

－ 蜜 良好
浅黄色

(2.5Y7/3)

体部外面平行ﾀﾀｷ､口縁部
～頸部内外面回転ﾅﾃﾞ､体
部内面当て具痕ﾅﾃﾞ消し

在地 内面のナデ消し痕明瞭 295 58

871 EE8 Ⅱ
ﾛｸﾛ土師器
碗

底径(5.2) 密 不良
灰白色

(10YR8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

295 －

872 EE7 Ⅱ
ﾛｸﾛ土師器
碗

口径(12.8)
底径(6.2)
器高3.0

密 不良
浅黄色

(2.5Y7/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部内面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

底部内外面墨書「大」 295
70・
72

873 BL13 Ⅱ
灰釉陶器
碗

口径(14.0)
底径(7.6)
器高3.4

蜜 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ
高台に棒状のものによ
る押圧痕

295 58

874
BS10,BS11,B
R11

Ⅱ
灰釉陶器
碗

口径12.2
底径6.4
器高3.7

蜜 良好
灰白色

(7.5Y7/1)

底部外面回転糸切り(ﾅﾃﾞ
消し)､口縁部～体部内外
面及び底部内面回転ﾅﾃﾞ

295 54

875
試掘5tr
撹乱

-
灰釉陶器
碗

口径(12.0)
底径(6.2)
器高3.5

密 良好 浅黄色(2.5Y7/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
O53～H72窯
式併行

無釉､底部内面摩耗､底
部内外面に墨付着(転用
硯)

295 75

876 EF10 Ⅱ
灰釉陶器
碗

底径7.1 密 不良
灰白色

(2.5Y8/2)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

内外面漆付着 295 72

877 EE5 Ⅱ
灰釉陶器
碗類

底径(9.6) 密 良好
灰白色

(2.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転ﾍﾗ切り

祭祀品 295 64

878 EF9 Ⅲa
灰釉陶器
碗

口径(11.4)
底径(6.0)
器高3.2

密 良好
灰白色
(5Y7/1)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り(板目痕)

底部内面摩耗し朱墨痕
あり（転用硯）､内面自
然釉付着(重ね焼き痕)

295 73

879 ED7 Ⅱ
灰釉陶器
碗

口径(14.8)
底径6.0
器高3.5

密 良好
明黄褐色
(2.5Y7/6)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

内外面漆付着､焼きひず
み

295 72

880 撹乱 -
灰釉陶器
皿

口径(13.6)
底径(7.8)
器高(2.5)

密 不良 浅黄色(2.5Y3/7) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式併行

無釉､底部内面摩耗 296 79

881 EN3 Ⅲa
灰釉陶器
皿

底径(6.5) 密 良好 灰黄色(2.5Y7/2) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式併行

無釉 296 79

882 EL6 Ⅲa
灰釉陶器
皿

底径(7.4) 密 良好 浅黄色(2.5Y7/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
美濃須衛
H72窯式併行

無釉､底部内面摩耗､底
部外面に墨書､判読不能

296 71

883
断ち割りト
レンチ

c
灰釉陶器
長頸壺

口径(15.0) 蜜 良好
灰白色

(7.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ

内外面灰釉施釉（灰オ
リーブ7.5Y6/2）

296 58

884 BQ15 Ⅱ
灰釉陶器
小瓶

口径(5.0)
底径4.8
器高10.6

蜜 良好
灰白色

(7.5Y7/1)

口縁部～体部内外面回転ﾅ
ﾃﾞ､体部外面下部回転ﾍﾗｹ
ｽﾞﾘ､底部外面回転糸切り

猿投か
灰釉（灰オリーブ色　
7.5Y5/2）ハケ塗り

296 54

885 EF5 Ⅱ
灰釉陶器
瓶類

－ 密 良好
暗灰黄色
(2.5Y5/2)

37692着付漆面断び及面外内ﾞﾃﾅ転回面外内

886 BM8,B010 Ⅱ 坩堝
口径(4.0)
底径1.6
器高5.1

やや
粗

良好
灰白色

(2.5Y7/1)
外面手づくね､内面不明 鉄滓状の付着物 296 58

899 SK716 1
須恵器
碗

87992耗摩面内部底ﾞﾃﾅ転回面外内)6/8RY5.7(色橙良不密)6.7(径底

900 SK716 a
古瀬戸
平碗

－ 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ
古瀬戸後Ⅰ
期～後Ⅱ期

灰釉:7.5Y6/3オリーブ
黄色､体部外面摩耗

299 78

901 SK716 a
古瀬戸
天目茶碗

口径(12.0) 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR6/3)

内外面回転ﾅﾃﾞ
古瀬戸後Ⅲ
期

鉄釉:5YR4/3にぶい赤褐
色

299 78

902 SK716 f
大窯
天目茶碗

底径(4.4) 密 良好
にぶい黄褐色
(10YR7/2)

内外面回転ﾅﾃﾞ
大窯第4段階
前半

鉄釉:7.5Y3/4暗褐色 299 78

903 SK716 f
大窯
天目茶碗

口径(12.1) 密 良好 浅黄橙色(10YR8/3) 内外面回転ﾅﾃﾞ
大窯第4段階
前半

鉄釉:5YR4/3にぶい赤褐
色

299 78

904 SK716 c
古瀬戸
花瓶

底径(8.0) 密 良好
にぶい黄橙色
(10YR7/4)

内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切痕

古瀬戸後Ⅲ
期～後Ⅳ期
古段階

古瀬戸花瓶Ⅲ類､灰
釉:10YR7/2にぶい黄橙
色

299 78

908 SK724 1
古瀬戸
卸目付大皿

口径(30.0)
底径(13.6)
器高(8.4)

密 良好 灰白色(2.5Y7/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､体部外面
回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

古瀬戸後Ⅳ
期古段階

灰釉:5Y7/3浅黄色､底部
内面摩耗､内面に墨付
着､転用硯か

300 78

909 EG8 Ⅱ
山茶碗
碗

－ 粗 良好
灰白色

(2.5Y8/1)
内外面回転ﾅﾃﾞ､底部外面
回転糸切り

尾張型  　
第５型式

300 73

表 63 土器観察表（21） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
大きさ
(㎝)

胎土 焼成 色調 成形･調整 産地等 備考
挿図
番号

図版
番号

910 EI9 Ⅲa
珠洲か
すり鉢

－ 粗 良好
褐灰色

(10YR4/1)
37003耗摩､目り擂面内ﾞﾃﾅ転回面外内

911 DF17 Ⅱ
常滑
広口壺

口径(36.0) 密 良好 黄灰色(2.5Y4/1) 内外面回転ﾅﾃﾞ
常滑6b型
式

内外面に自然釉付着 300 79

912 EI8 Ⅲa
近世陶器
灯明皿

口径(9.6) 密 良好
浅黄橙色
(10YR8/4)

37003)8/2Y5.2：色白灰(釉灰ﾞﾃﾅ転回面外内

913 EG6 Ⅱ
近世陶器
筒状容器蓋

口径6.8
器高3.0

密 良好
淡黄色

(2.5Y8/4)
内外面回転ﾅﾃﾞ

内面煤付着､長石釉(灰
白色10Y8/1)

300 73

長さ 幅 厚さ

39
SZ12-周

溝
1 土偶か (5.0) (3.0) (2.6) 31.7

やや
粗

良好
にぶい橙色
（7.5YR6/4）

脚部内面ﾅﾃﾞ､脚部外面沈
線ﾅﾃﾞ､底面未調整

3条の沈線 31 55

230 SI09 a 丸瓦 (6.0) (7.4) 2.1 121.8
やや
粗

不良
灰白色～灰白色

（2.5Y8/1～10YR8/2）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面布目状圧痕 在地か 147 80

370 SI25 c 平瓦 (10.1) (11.5) (2.2) 221.5
やや
粗

良好
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面格子目状叩き痕､凹面
布目状圧痕

在地か 195 80

371 SI25 e 熨斗瓦 (17.5) (9.3) (2.8) 372.2
やや
粗

良好
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ切り､
側面ﾍﾗ切り

在地か 195 81

372 SI25 1 螺髪 1.3 1.4 1.3 2.0
やや
粗

不良
黄灰色

（2.5Y6/1）
－591痕れがは､形成ね捏手

395 SI26 j 丸瓦 (6.2) (10.5) 2.3 98.4
やや
粗

不良
灰白色

（2.5Y8/2）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面布目状圧痕 在地か 199 80

396 SI26 c 丸瓦 (4.4) (9.5) 2.1 183.0
やや
粗

不良
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面布目状圧痕､
側面ﾍﾗ切り

在地か 199 80

397 SI26 e 熨斗瓦 (6.5) (12.2) 2.6 283.3
やや
粗

良好
黄色

（2.5Y8/6）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ切り､
側面ﾍﾗ切り

在地か 199 81

398 SI26 6 熨斗瓦 (6.0) (5.0) (2.1) 48.6
やや
粗

不良
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面ﾅﾃﾞ､凹面側
縁ﾍﾗ切り､側面ﾍﾗ切り

在地か
側縁に沈線状
の圧痕

199 81

399 SI26 f 熨斗瓦 (8.8) (6.5) (2.3) 134.1
やや
粗

良好
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ切り､
側面ﾍﾗ切り

在地か 199 81

400 SI26 d 熨斗瓦 (5.2) (8.9) (2.3) 163.9
やや
粗

良好
淡黄色

（2.5Y8/3）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ切り 在地か 縄目痕 199 81

418 SI28 4 丸瓦 (21.0) (10.0) (1.9) 494.6 密 不良
灰白色

（2.5Y7/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面ﾅﾃﾞ､側面ﾍﾗ
切り

在地か 203 82

481
SB04-
P02

a 平瓦 (11.0) (16.4) (2.1) 589.4 密 良好
にぶい橙色
（7.5YR6/4）

凸面格子目状叩き痕(側縁
ｹｽﾞﾘ)､凹面布目状圧痕(側
縁ｹｽﾞﾘ)､側面ﾍﾗ切り

在地か 231 80

483
SB04-
P05

a 丸瓦 (3.4) (3.2) (1.3) 7.2
やや
粗

不良
明黄褐色

（10YR7/6）
－132か地在明不

497
SB04-基

壇
1 平瓦 (11.0) (8.6) (2.4) 246.9 密 不良

灰白色
（2.5Y8/1）

凸面ﾅﾃﾞ､凹面布目状圧痕､
側面ﾍﾗ切り

在地か
赤褐色の付着
物

232 80

512 EG9 Ⅲa
土製品
螺髪

1.4 1.4 1.4 2.5
やや
粗

不良
灰白色

（2.5Y8/1）
手捏ね成形､はがれ痕

SB04周辺出土
遺物

233 －

513 EG10 Ⅲa 丸瓦 (27.3) (12.3) (2.6) 882.5
やや
粗

不良
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面・凹面調整不明､側面
ﾍﾗ切り､玉縁ｹｽﾞﾘ出し

在地か
SB04周辺出土
遺物

233 －

514 EG7 Ⅲa 平瓦 (8.7) (8.4) (1.7) 156.7
やや
粗

良好
暗灰色
（N3）

凸面ﾅﾃﾞか､凹面布目状圧
痕

在地か
SB04周辺出土
遺物

233 80

515
EH10

EG7,EG9
Ⅱ
Ⅲa

平瓦 (12.2) (19.1) (1.9) 415.8 密 良好
橙色～浅黄橙色
（7.5YR7/6～
7.5YR8/4）

凸面格子目状叩き痕､凹面
布目状圧痕､側面ﾍﾗ切り

在地か
SB04周辺出土
遺物

234 80

516 EI9
Ⅰ
Ⅱ

平瓦 (12.8) (12.3) (1.8) 221.0 密 良好
にぶい黄橙色
（10YR6/3）

凸面縄目状叩き痕､凹面布
目状圧痕

在地か
SB04周辺出土
遺物

234 80

517 EG9 Ⅲa 熨斗瓦 (6.2) (15.2) (2.7) 319.9
やや
粗

良好
にぶい黄橙色
（10YR7/4）

凸面調整不明､凹面側縁ﾍﾗ
切り､側面ﾍﾗ切り

在地か
SB04周辺出土
遺物

234 －

518 EF9,EG9 Ⅲa 熨斗瓦 37.6 13.2 2.6 1998.3
やや
粗

良好
にぶい黄橙色
（10YR6/3）

凸面格子目状叩き痕ﾅﾃﾞ消
し､凹面側縁ﾍﾗ切り､側面ﾍ
ﾗ切り

在地か
SB04周辺出土
遺物、縄目痕
及び縄掛け痕

234 82

519 EG9 Ⅲa 熨斗瓦 34.0 12.9 2.5 1487.2
やや
粗

良好
灰白色

（10YR8/2）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面ﾅﾃﾞ､凹面側
縁ﾍﾗ切り､側面ﾍﾗ切り

在地か
SB04周辺出土
遺物

234 82

520 EG9 Ⅲa 熨斗瓦 (23.5) 14.5 2.7 1507.7
やや
粗

良好
灰白色～浅黄色

（2.5Y7/1～2.5Y7/4）
凸面調整不明､凹面側縁ﾍﾗ
切り､側面ﾍﾗ切り

在地か
SB04周辺出土
遺物

234 82

628
SK183
EG10

d
Ⅲa

丸瓦 (17.2) (10.0) 2.0 468.2
やや
粗

不良
灰色

（5Y5/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面ﾅﾃﾞ､側面ﾍﾗ
切り

在地か 261 82

648 SK184 1 塑像片 (4.4) (3.7) (0.7) 粗 良好
浅黄橙色
(7.5YR8/4)

－362離剥面内､ﾞﾃﾅ面外

702 SK209 e 丸瓦 (4.6) (6.0) 2.2 64.8
やや
粗

不良
灰白色

（2.5Y8/2）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面布目状圧痕 在地か 271 80

725 SK239 b 丸瓦 26.7 10.8 1.8 819.4
やや
粗

不良
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面ﾅﾃﾞ､側面ﾍﾗ
切り

在地か 275 82

726 SK239 1 熨斗瓦 34.9 12.1 3.3 1695.1 粗 良好
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ切り､
側面ﾍﾗ切り

在地か 275 81

掲載
番号

出土
位置

層位 器種
大きさ（㎝） 重さ

(g)
挿図
番号

図版
番号

胎土 焼成 胎土色調 成形・調整 産地等 備考

表 64 土器観察表（22） 

 

 

 

 

 

 

表 65 土製品観察表（１） 
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長さ 幅 厚さ

727 SK239 b 熨斗瓦 (27.1) (13.3) 3.0 1312.9
やや
粗

良好
灰白色

（10YR8/1～N7/0）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ
切り､側面ﾍﾗ切り

在地か 275 －

728 SK239 1 熨斗瓦 (26.4) 12.0 2.5 1114.9
やや
粗

良好
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ
切り､側面ﾍﾗ切り

在地か 275 81

729 SK239 d 熨斗瓦 (21.8) (15.4) 2.8 1260.3
やや
粗

良好
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ切り､側
面ﾍﾗ切り

在地か 275 81

730 SK239 1 熨斗瓦 (20.6) (12.4) 2.7 819.6
やや
粗

良好
浅黄色

（2.5Y7/3）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ
切り､側面ﾍﾗ切り

在地か 275 －

731 SK239 1 熨斗瓦 (19.7) 12.4 2.2 828.6
やや
粗

良好
灰白色

5Y（8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面側縁ﾍﾗ切り､側
面ﾍﾗ切り

在地か 276 －

732 SK239 1 熨斗瓦 (16.5) 12.4 2.5 738.1
やや
粗

良好
にぶい黄色
（2.5Y6/3）

凸面タタキﾅﾃﾞ消し､凹面ﾅﾃﾞ､
凹面側縁ﾍﾗ切り､側面ﾍﾗ切り

在地か 276 81

733 SK239 1 熨斗瓦 (14.7) 13.0 2.7 799.4
やや
粗

良好
にぶい黄色
（2.5Y6/3）

凸面ﾅﾃﾞ､凹面布目状圧痕､凹
面側縁ﾍﾗ切り､側面ﾍﾗ切り

在地か 276 81

734 SK239 1 熨斗瓦 (14.1) 11.7 2.4 567.7
やや
粗

良好
灰白色

（2.5Y7/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面布目状圧痕､凹
面側縁ﾍﾗ切り､側面ﾍﾗ切り

在地か 276 －

735 SK239 c 熨斗瓦 (10.5) (13.0) (2.3) 347.7
やや
粗

良好
灰白色～淡黄色

（2.5Y8/1～2.5Y8/3）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面不明､側面ﾍﾗ切
り

在地か 276 －

736 SK239 1 熨斗瓦 (13.3) (11.6) 2.4 360.4
やや
粗

良好
灰白色

（2.5Y8/2）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面板ﾅﾃﾞか､凹面側
縁ﾍﾗ切り､側面ﾍﾗ切り

在地か 276 －

737 SK239 1 熨斗瓦 (7.8) 12.7 2.3 327.3
やや
粗

良好
灰白色

（2.5Y8/2）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面板ﾅﾃﾞか､凹面側
縁ﾍﾗ切り､側面ﾍﾗ切り

在地か 276 －

887 EF9 Ⅲa 丸瓦 29.7 13.0 2.2 1291.0
やや
粗

不良
灰白色

（2.5Y8/1）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面調整不明､側面ﾍ
ﾗ切り､玉縁ｹｽﾞﾘ出し

在地か 296 82

888 EF8,EF9 Ⅲa 丸瓦 32.3 7.8 2.4 922.3
やや
粗

不良
灰黄色

（2.5Y7/2）
凸面ﾅﾃﾞ､凹面調整不明､側面ﾍ
ﾗ切り､玉縁ｹｽﾞﾘ出し

在地か 296 82

889 EF9 Ⅲa 軒丸瓦 (5.7) (10.6) (2.6) 96.4
やや
粗

不良
淡黄色～黄灰色

（2.5Y8/4～2.5Y4/1）
瓦当面不明､瓦当裏面はがれ
痕及び指オサエ

在地か 瓦当部 296 82

890
EF9,EG9
,EG10

Ⅲa 熨斗瓦 (28.8) 13.4 2.4 1462.1
やや
粗

良好
にぶい黄色～にぶい橙

色（2.5Y6/4～
7.5YR6/4）

凸面ﾍﾗｹｽﾞﾘ､凹面側縁ﾍﾗ切り､
側面ﾍﾗ切り

在地か
SB04周辺出
土遺物

297 82

焼成
図版
番号

挿図
番号

備考産地等成形・調整胎土色調胎土
重さ
(g)

器種層位
出土
位置

掲載
番号

大きさ（㎝）

掲載
番号

出土位置 層位 器種
長さ
(cm)

幅
(cm)

厚さ
(cm)

重さ
(g)

石材 備考
挿図
番号

図版
番号

3831岩灰凝0.2913.28.53.9錘石b溝周-10ZS6

3831岩山安0.3915.29.55.9錘石b溝周-10ZS7

3852岩山安3.412.20.66.7錘石2溝周-80ZS42

3882岩片色緑0.3616.20.51.9錘石d溝周-01ZS03

36 SZ11-墳丘 a 石匙 (6.8) 1.5 0.9 8.0 下呂石 先端欠損 29 83

6563岩紋流8.819.08.31.5石砥1溝周-51ZS54

6593トーャチ1.618.09.32.4ーパイレクス161ZS35

6535トーャチ9.89.08.29.3ーパイレクス-32ZS36

6565トーャチ7.3)8.0()0.2()2.2(匙石-42ZS77

95 SZ38-主体部⑤ g 管玉 1.2 0.2 0.2 0.1 緑色凝灰岩 片面穿孔か　孔径0.1cm 83 52

6559岩紋流0.7229.23.44.11石敲・石磨-44ZS001

65701岩灰凝8.239.03.53.8ーパイレクス-13IS411

65701岩緑閃崗花8.556)3.7()9.6()3.11(石磨-13IS511

48011岩片1.45)1.1(8.5)7.8(斧石製打d10P-83IS811

48111岩紋流8.273)5.3()1.7()3.01(石磨220LS421

65511岩紋流1.9057.42.64.51石敲・石磨g283KS331

65611石呂下3.154.0)3.1()7.2(鏃石1783KS431

48711岩紋流5.3915.21.68.8錘石欠打e895KS731

－911石呂下6.03.04.10.2鏃石Ⅱ11TB551

－911石呂下0.14.05.12.2鏃石Ⅱ6IE651

65911トーャチ5.13.07.13.2ーパイレクスⅡ71LB751

58911トーャチ4.310.1)3.3()5.4(ーパイレクスⅢ7KE851

159 EF8 Ⅱ 打製石斧 (10.2) 5.5 1.4 10.0 安山岩 基部欠損 119 －

65911岩砂8.1128.24.64.11斧石製打bⅡ7LB061

65911岩灰凝7.364)0.4(7.7)2.21(斧石製磨Ⅱ71LB161

65911岩砂7.3532.3)2.3()4.11(斧石製磨Ⅱ710B261

65021石呂下1.935.16.31.8核石bⅢ5JB361

164 EI10 Ⅲa 打欠石錘 6.4 5.3 1.6 64.0 安山岩 SB04周辺出土遺物 120 －

58021岩紋流5.7815.24.61.8錘石欠打-土排561

166 EH9 Ⅲa RF (4.1) 1.4 0.5 2.9 チャート SB04周辺出土遺物 120 －

65021石呂下2.924.11.52.5FMdチンレト掘試761

－021岩紋流2.0612.45.74.8石磨bⅢ6JB861

65021岩紋流1.0460.017.67.01石磨-6PC961

58021岩砂7.7921.44.6)0.8(石磨Ⅱ6ME071

177 ST03 a 石匙 (1.8) (1.7) (4.5) 1.0 チャート ツマミ状の突起のみ残存 123 83

196 SI03 q 石包丁 (11.1) 4.8 0.8 5.3 泥岩 穿孔3箇所　一部欠損 135 83

201 SI04 f 磨石 (15.1) (8.8) (3.6) 646.0 安山岩 欠損、被熱 137 83

231 SI09 c 磨石 (7.5) (6.8) 4.0 342.0 安山岩 欠損、被熱 147 83

245 SI10 b 石鏃 (1.9) (1.7) (0.4) 1.0 チャート 先端部及び基部欠損 149 83

表 66 土製品観察表（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 67 石器・石製品一覧表（１） 
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掲載
番号

出土位置 層位 器種
長さ
(cm)

幅
(cm)

厚さ
(cm)

重さ
(g)

石材 備考
挿図
番号

図版
番号

351 SI24 b 紡錘車 3.2 2.8 1.7 2.5 凝灰岩 穿孔1箇所 190 83

38591岩山安0.7332.34.60.01石砥652IS373

38591岩灰凝0.0114.18.40.11斧石製打b52IS473

38102岩山安0.8754.44.80.11石砥e72IS214

58802トーャチ5.03.05.1)3.1(鏃石133IS824

58612トーャチ4.03.01.17.1鏃石e73IS554

58612石曜黒4.02.04.19.1鏃石d73IS654

58612石呂下3.14.05.14.2鏃石b73IS754

58612石呂下3.14.04.11.3鏃石a73IS854

58612石呂下5.26.07.18.2錐石c73IS954

58612石呂下1.818.06.58.3ーパイレクスc73IS064

58612石呂下7.04.02.1)0.2(FMa73IS164

521 EI10 Ⅲa 硯 (9.5) (6.4) (1.9) 91.2 泥岩 SB04周辺出土遺物 235 83

522 EH9 Ⅱ 砥石 (11.9) (12.2) (5.7) 94.4 砂岩
SB04周辺出土遺物、大部分
を欠損

235 83

58342石呂下3.03.01.1)7.1(鏃石c30P-90BS855

58342岩砂6.5953.52.88.9石敲・石磨b80P-90BS065

58152石呂下0.14.05.1)1.2(鏃石b04PS395

58152石呂下2.15.0)8.1()9.1(鏃石155PS695

58552岩泥1.739.00.3)6.7(石砥123DS606

649 SK184 f スクレイパー 3.5 3.2 0.8 6.0 チャート 抉りあり 263 83

38172岩山安0.0618.28.51.8錘石欠打h112KS507

38472トーャチ0.14.08.19.1鏃石j932KS837

65872岩紋流5.7136.4)1.8(3.8石磨-363KS667

58382石呂下1.50.16.10.5FMa115KS987

58382岩泥4.1)2.0()4.1()5.3(石砥a115KS097

58682岩紋流5.647)2.6()5.8()8.31(石磨1725KS028

58682トーャチ7.213.13.21.5ーパイレクス3985KS328

58982トーャチ1.14.00.20.2鏃石2776KS038

58982トーャチ7.58.03.22.3FMg776KS138

58092石呂下4.03.04.1)4.1(鏃石a957KS738

58092石呂下6.76.07.38.3FMh957KS838

58192石呂下1.41.15.14.3錐石c287KS048

48992岩山安0.0015)3.61()1.61(9.42器容製石2617KS509

58992岩紋蛇1.0578.33.66.61斧石製磨b617KS609

58992岩砂1.547.17.59.4錘石a617KS709

914 EH10 Ⅱ 五輪塔 (23.1) 14.2 (10.6) 2700.0 凝灰岩 空風輪､半面欠損 301 83

915 EG7 Ⅰ 五輪塔 (19.5) 14.9 （11.9) 3050.0 凝灰岩 空風輪､半面欠損､継手破損 301 83

916 EJ9 Ⅲa 五輪塔 (14.5) 21.2 (12.6) 5160.0 凝灰岩 地輪､半面欠損 301 83

掲載
番号

出土位置 層位 製品名
長さ
(cm)

幅
(cm)

厚さ
(cm)

質量
(g)

材質 備考
挿図
番号

図版
番号

88531鉄2.73.07.17.3品製属金状板d30IS591

98741鉄6.213.00.11.81品製属金状板a90IS232

88351鉄2.012.00.22.11品製属金状筒421IS752

88181鉄1.44.01.12.8釘bドマカ-02IS713

09991鉄4.66.07.09.5釘b62IS104

09991鉄3.818.07.12.7釘362IS204

88991鉄8.44.01.12.7子刀662IS304

09991鉄7.48.03.11.4釘a62IS404

09991鉄7.03.03.09.2か釘262IS504

09991銅4.23.07.17.1環耳h62IS604

88302鉄9.314.05.15.01品製鉄状板b82IS914

432 SI36 a 銭貨 2.1 2.1 0.2 2.1 銅 洪武通寶(初鋳年621年) 212 90

09912銅8.23.09.18.1環耳4層地整-10BS074

492 SK223 1 銅鏡 15.4 15.2 1.1 664.5 銅 瑞花双鳳八稜鏡 231 45・86

09232鉄5.15.08.04.2釘1壇基-40BS894

09232鉄4.26.02.15.3釘1壇基-40BS994

09232鉄7.327.00.23.11釘1壇基-40BS005

09232鉄5.45.09.08.3釘1壇基-40BS105

09232鉄0.35.07.02.4釘1壇基-40BS205

09232鉄9.76.08.05.9釘1壇基-40BS305

523 EH9 Ⅲa 円頭釘 4.8 4.8 1.0 57.1 鉄 SB4周辺出土遺物 235 87

524 EH9 Ⅲa 筒状銅製品 5.0 5.3 0.2 59.4 銅(一部鉄) SB4周辺出土遺物 235 87

525 EG9 Ⅲa 筒状銅製品 3.7 6.5 0.1 44.2 銅(一部鉄) SB4周辺出土遺物 235 87

526 EG8 Ⅲa Ｌ字型鉄製品 7.8 1.0 0.5 15.9 鉄 SB4周辺出土遺物 235 87

527 EH11 Ⅲa 釘 12.8 0.9 0.7 23.0 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

528 EG9 Ⅲa 釘 12.3 2.4 0.8 27.0 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

529 EG9 Ⅲa 釘 11.8 1.0 0.9 27.5 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

530 EG9 Ⅲa 釘 9.9 1.3 0.5 10.3 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

531 EH10 Ⅲa 釘 7.4 1.0 0.7 9.3 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

532 EG10 Ⅲa 釘 2.9 0.8 0.4 1.5 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

533 EG10 Ⅲa 釘 2.9 0.7 0.5 1.8 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

534 EG10 Ⅱ 釘 8.3 2.1 0.7 15.2 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

表 68 石器・石製品一覧表（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 69 金属製品一覧表（１） 

 



54　第３章　調査の成果

掲載
番号

出土位置 層位 製品名
長さ
(cm)

幅
(cm)

厚さ
(cm)

質量
(g)

材質 備考
挿図
番号

図版
番号

535 EH9 Ⅲa 釘 7.8 1.5 0.6 11.5 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

536 EG11 Ⅲa 釘 6.6 0.9 0.5 6.2 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

537 EG9 Ⅲa 釘 4.4 1.2 0.7 5.8 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

538 EG7 Ⅲa 釘 4.7 0.8 0.7 7.6 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

539 EH9 Ⅲa 釘 4.6 0.8 0.5 3.6 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

540 EH10 Ⅱ 釘 11.2 0.7 0.7 13.7 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

541 EG8 Ⅲa 釘 9.1 0.9 0.6 11.5 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

542 EG10 Ⅲa 釘 3.9 0.7 0.4 2.4 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

543 EH11 Ⅲa 釘 5.1 1.3 0.6 6.2 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

544 EH9 Ⅱ 釘 4.5 0.7 0.6 4.5 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

545 EH11 Ⅲa 釘 5.2 1.0 0.7 4.5 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

546 EH10 Ⅲa 釘 3.3 0.5 0.4 2.0 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

547 EH11 Ⅲa 釘 6.1 0.7 0.5 5.1 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

548 EG9 Ⅲa 釘 6.1 0.5 0.5 3.6 鉄 SB4周辺出土遺物 236 87

549 EH11 Ⅲa 釘 4.8 0.7 0.5 5.0 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

550 EH11 Ⅲa 釘 3.9 0.8 0.6 3.4 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

551 EG9 Ⅲa 釘 3.1 0.5 0.5 1.3 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

552 EH11 Ⅲa 釘 1.8 0.6 0.5 1.1 鉄 SB4周辺出土遺物 236 88

554 SB08-P06 1 銭貨 2.4 2.3 0.2 1.7 銅 開元通寶(初鋳年621年) 240 90

09742鉄6.25.06.04.3釘b30P-60AS365

09942鉄2.14.06.00.4釘110US985

98652鉄4.45.01.12.6釘f900KS116

09752鉄7.228.01.14.01釘a920KS216

09362鉄3.247.01.12.71釘1481KS056

09462鉄1.44.05.05.4釘f581KS166

09462鉄8.44.06.07.5釘f581KS266

09762鉄7.718.01.12.11釘3002KS876

09862鉄9.515.03.18.11釘2102KS386

09862鉄0.85.09.01.8釘1102KS486

09072鉄9.34.00.15.7子刀b802KS196

09172鉄0.46.08.01.5釘a902KS307

09172鉄7.15.06.02.4釘d112KS607

98472鉄2.417.04.12.9釘d932KS937

98472鉄0.916.09.09.01釘f932KS047

98472鉄9.26.01.16.6釘b932KS147

98472鉄8.14.02.13.4釘f932KS247

98472鉄1.75.06.09.6釘c932KS347

98472鉄6.47.07.07.4釘d932KS447

98472鉄4.44.03.11.5釘a932KS547

98472鉄8.47.08.10.5釘d932KS647

98472鉄3.96.08.03.8釘f932KS747

98472鉄6.75.09.01.7釘d932KS847

98472鉄9.45.06.07.5釘a932KS947

98472鉄7.14.05.03.3釘d932KS057

98472鉄5.15.08.02.2釘c932KS157

98472鉄7.27.07.24.2釘a932KS257

－472鉄0.28.02.15.2釘e932KS357

98472鉄8.27.01.15.2釘e932KS457

09772鉄7.02.09.00.2釘b342KS657

09772鉄9.25.08.01.3釘a342KS757

98782鉄1.128.04.14.01釘Ⅰ226KS428

09792銅6.56.09.17.1環耳Ⅱ7BE198

892 CM3 Ⅱ 銭貨 2.4 2.4 0.1 2.0 銅 煕寧元寳(初鋳年1068年) 297 90

09792鉄8.3918.19.816.91先鋤鍬形字ＵⅡ21FE398

78792鉄7.714.09.35.3品製鉄状環aⅢ8JE498

88792鉄5.57.00.11.4釘aⅢ7JE598

78792鉄9.617.06.19.11釘aⅢ5ME698

78792鉄1.717.05.11.01釘aⅢ5ME798

78792鉄1.33.06.08.2釘Ⅱ1OC898

09103銅2.32.09.08.4口吸管煙Ⅱ3NC719

09103宝通永寛銅3.21.03.24.2貨銭Ⅱ21OB819

表 70 金属製品一覧表（２） 



※54 ～ 80 は墳丘下面（破線で囲んだ範囲）を示す。
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発掘区全域図分割図　55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 302 発掘区全域図 割付図 
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56　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 303 発掘区全域図 分割図（１） 
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図 304 発掘区全域図 分割図（２） 
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58　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 305 発掘区全域図 分割図（３） 
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図 306 発掘区全域図 分割図（４） 
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60　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 307 発掘区全域図 分割図（５） 
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図 308 発掘区全域図 分割図（６） 
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62　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 309 発掘区全域図 分割図（７） 



2 43

J

I

K

SZ22-周溝

SZ21-周溝

SZ22

60
1.
5

60
2.
0

60
2.
5

603.0

60
3.
0

603.5

60
3.
5

(S=1/100)

5m0

L2 L3

M2 M3 M4

発掘区全域図分割図　63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 310 発掘区全域図 分割図（８） 
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64　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 311 発掘区全域図 分割図（９） 
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図 312 発掘区全域図 分割図（10） 
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66　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 313 発掘区全域図 分割図（11） 
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図 314 発掘区全域図 分割図（12） 
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68　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 315 発掘区全域図 分割図（13） 
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図 316 発掘区全域図 分割図（14） 
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70　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 317 発掘区全域図 分割図（15） 
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図 318 発掘区全域図 分割図（16） 
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図 319 発掘区全域図 分割図（17） 
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図 320 発掘区全域図 分割図（18） 
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図 321 発掘区全域図 分割図（19） 
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図 322 発掘区全域図 分割図（20） 
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図 323 発掘区全域図 分割図（21） 



SP04

SZ04-主体部1

SZ04-主体部2

SZ04-周溝

SZ04

SK068SP03
SD05

ST01

SK067

SK289

SZ32-主体部

SZ42

SZ42-周溝

SZ43-主体部

SZ43

SZ48-周溝

SZ32-周溝

SZ32

SZ48

SZ42-主体部

SZ41-周溝

SZ43-周溝

SK346

SK332

SZ41

SK330

596
.0

596.
5

596.5

595.5

597.
0

597.0

597.0

597.5

597.5

598.
0

598.0

598
.5

598.5

597.5

599.0

599.0

599.5

599.5

598.0

598.5

600.0

600.0
600.

0

600.5

600.5

600.
5

601.0

601.0

601.
0

601
.5

601
.5

60
2.
0

602.
0

60
2.
0

602.
5

60
2.
5

603
.0

603.5

(S=1/100)

5m0

Q11 Q12 Q13Q10

R11 R12 R13R10

S11 S12 S13S10

T11 T12 T13T10

A11 A12 A13A10

発掘区全域図分割図　77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 324 発掘区全域図 分割図（22） 
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図 325 発掘区全域図 分割図（23） 
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図 326 発掘区全域図 分割図（24） 
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図 327 発掘区全域図 分割図（25） 
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図 328 発掘区全域図 分割図（26） 
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図 329 発掘区全域図 分割図（27） 
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図 330 発掘区全域図 分割図（28） 
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図 331 発掘区全域図 分割図（29） 
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図 332 発掘区全域図 分割図（30） 
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図 333 発掘区全域図 分割図（31） 
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図 334 発掘区全域図 分割図（32） 



SI18-壁際溝

SI18-P14

SI17-P16

SI17-P11

SI17-P06

SI17-P07

SI17-壁際溝1

SI16-P09

SI16-P07

SI17-P12

SI18-P22

SI17-P13

SI17-P14

SI17-カマド

SI21-壁際溝2 SK158

SI16-壁際溝

SI17-P15
SI17-P09

SI17-P08

SI17-壁際溝2

SK084

SK083

SK081

SK077

SK078

SP04

SK074

SK076

ST02

SK082

SK079

SK270
SK080

SK075

SZ04-主体部1

SZ04-主体部2

SB02・03整地層

SI18-P10

SI18-P06

SI18-P07

SI18-P03

SI18-P05

SI18-P08

SB03-P02

SB03-P03

SK128

SK129

SI18-カマド

SI18-P12
SB03-P05

SZ07-周溝1

SI17-P10

SI17-P05

SI17-P21

SI17-P03

SI17-P04

SP03
SD05

SB03-P06

SI17

SI16-P04

SI06-P02

SB03-P01

SB02-P02

SK271

SI17-P19

SI18-P01

SI18-P11

SI17-P27

SI17-P20

SI17-P33

SI17-P34

SI17-P37

SI17-P25SI17-P24

SI17-P26

SI17-P38

SI17-P17

SI17-P18

SI17-P31

SI17-P29
SI17-P28

SI17-P30

SI17-P32

SI17-P23

SB03-P07

SI18-P09

SI18-P02

SI18-P04

SI18

SI18-P26

SI17-P35

SB02-P01

SK127
SB02-P04

SK130

SI18-P21

SI18-P20SI18-P17SI18-P18

SI18-P16

SI18-P15

SI18-P24

SI18-P23

SI18-P13

SI18-P25

SI17-P36

SI17-P22

SI18-P29

SI18-P27

SI16-P10

SI17-P02

SI18-P19

SI16-P11

SI16-P17

SI18-P28

SD07

ST04

SK262
SK149

SU01SK147

SI21-P15

SI21-P13

SK146

SI28

SI28-P01

SK150

SK145

SK143SP09

SI21-カマド

SI21-P02

SZ09-周溝

SK154 SK155

SI17-P01

SI18-P30

SK068

SZ06-周溝

SZ07-周溝2

SZ04-周溝

SK139

SZ06

SI16

SI21

SZ07

590
.5

592.0

592
.0

592.5

592
.5

594.
0

594.0594.
5

594.5

591.0

591.5

593.0

593
.0

593.5

596
.0

596.
5

595.0

595
.0

595
.0

595.5

595.5

597.
0

(S=1/100)

5m0

A11 A12 A13A10

B11 B12 B13B10

C11 C12 C13C10

D11 D12 D13D10

E11 E12 E13E10

88　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 335 発掘区全域図 分割図（33） 
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図 336 発掘区全域図 分割図（34） 
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図 337 発掘区全域図 分割図（35） 
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図 338 発掘区全域図 分割図（36） 
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図 339 発掘区全域図 分割図（37） 
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図 340 発掘区全域図 分割図（38） 



21

E

SK480

SK479

SK505

SK506

SA01-P04

SK483

SK487

SK507

SK511

SK499

SK500

SK501

SK495

SK498

SK489

SK497

SK488

SK485

SK486

SK490

SK493

SB06-P01

SK492

SK496

SB06-P02
SK491

SK494

SD33

SD31

SK517

SK516

SZ02

SK049

SK054

SK055

587.0

587
.0

587
.0

587.5

588.0

588.0

588.5

588.5

589.0

592.0

(S=1/100)

5m0

I3I2I1

E4

F4F1

G2G1

H2H1

94　第３章　調査の成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 341 発掘区全域図 分割図（39） 
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図 342 発掘区全域図 分割図（40） 
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図 343 発掘区全域図 分割図（41） 
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図 344 発掘区全域図 分割図（42） 
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図 345 発掘区全域図 分割図（43） 
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図 346 発掘区全域図 分割図（44） 
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図 347 発掘区全域図 分割図（45） 
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図 348 発掘区全域図 分割図（46） 
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図 349 発掘区全域図 分割図（47） 
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図 350 発掘区全域図 分割図（48） 
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図 351 発掘区全域図 分割図（49） 
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図 352 発掘区全域図 分割図（50） 
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図 353 発掘区全域図 分割図（51） 
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図 354 発掘区全域図 分割図（52） 
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図 355 発掘区全域図 分割図（53） 
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図 356 発掘区全域図 分割図（54） 
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図 357 発掘区全域図 分割図（55） 
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図 358 発掘区全域図 分割図（56） 
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図 359 発掘区全域図 分割図（57） 
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図 360 発掘区全域図 分割図（58） 
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図 361 発掘区全域図 分割図（59） 
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図 362 発掘区全域図 分割図（60） 
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図 363 発掘区全域図 分割図（61） 
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図 364 発掘区全域図 分割図（62） 
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図 365 発掘区全域図 分割図（63） 
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図 366 発掘区全域図 分割図（64） 
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図 367 発掘区全域図 分割図（65） 
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図 368 発掘区全域図 分割図（66） 
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図 369 発掘区全域図 分割図（67） 
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図 370 発掘区全域図 分割図（68） 
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図 371 発掘区全域図 分割図（69） 
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図 372 発掘区全域図 分割図（70） 
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図 373 発掘区全域図 分割図（71） 
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図 374 発掘区全域図 分割図（72） 
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図 375 発掘区全域図 分割図（73） 
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図 376 発掘区全域図 分割図（74） 
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図 377 発掘区全域図 分割図（75） 
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図 378 発掘区全域図 分割図（76） 
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図 379 発掘区全域図 分割図（77） 
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図 380 発掘区全域図 分割図（78） 
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図 381 発掘区全域図 分割図（79） 
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図 382 発掘区全域図 分割図（80） 
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第４章 自然科学分析 
 

 

第１節　分析の概要 

 

 本節では、次節以降に記載する自然科学分析を実施した経緯と、結果の概要及び考察を述べる。 

１ 放射性炭素年代測定（第２節） 

実施の経緯 SZ35 では、墳丘や主体部、周溝埋土から出土した遺物が少なく、時期が明確に分かる遺

物も極めて少ないこと、重複関係で SZ35 よりも新しい SZ36 においても、出土した遺物がなかったこ

とから、SZ35 主体部から出土した炭化物の年代測定を実施した。 

結果の概要と考察 出土した炭化物の年代測定の結果、暦年代は BC102～AD26 年の弥生中期後葉から

後期前葉の値を示した。他の古墳から出土した遺物は、弥生時代末から古墳時代初頭ものがあること

から、同時期のものと想定していたが、分析結果からはそれよりも古い暦年代が示された。しかし、

古木効果の影響を受けている可能性が指摘されていることから、測定結果よりも新しい年代であると

考えられる。 

２ 上切寺尾古墳群出土八稜鏡付着物の同定（第３節） 

実施の経緯 礎石建物内の須弥壇下で検出した土坑（SK223）から、八稜鏡が出土した。この鏡背面に

は繊維状の有機物が付着しており、土坑内に埋納した際に鏡を包んでいたものである可能性が考えら

れたため、その素材を同定した。 

結果の概要と考察 付着物の素材を同定した結果、試料は楮を原料とした和紙（楮紙）である可能性

が高いことが判明した。このことから、鏡を埋納する際に楮紙で包んでいたと思われる。 

３ 土器付着物同定（第４節） 

実施の経緯 礎石建物周囲の遺構などから黒色の有機物が付着した土器が 50 点出土した。県内の調査

事例では、宗教関係施設に関係する土器に漆が付着する事例があることから、付着物が明瞭に残る土

器５点を選択し、付着物の同定を行った。 

結果の概要と考察 付着物を同定した結果、試料 No.2 では漆特有の縮みが観察され、成分分析でも漆

成分と一致したため、漆と断定できたが、他の４点については、断定はできないものの漆の可能性が

高いことが判明した。また、漆質物が厚く付着している土器については、パレットのように使用した

可能性が考えられる。 

４ 土坑内堆積物の微細物分析（第５節） 

実施の経緯 礎石建物内の須弥壇下の土坑（SK223）からは、八稜鏡の他に籾殻１点が出土した。この

籾殻は八稜鏡を取り上げた下から出土しており、鏡と共に五穀が埋納された可能性があることから、

土坑埋土中に含まれる種実類の採集及び同定を行った。土坑の埋土は八稜鏡の上部（１層）と下部（２

層）に分けて採取した。 

結果の概要と考察 子嚢菌が１層から 23 点と２層から 10 点検出したが、肉眼で採取した籾殻１点以

外には、穀物に類するものは確認できなかった。なお、籾殻の表面にはふ毛が良好に残存しており、

鏡の金属成分の影響によるものと考えられる。 
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第２節  放射性炭素年代測定 

 

１ はじめに 

SZ35 主体部から出土した試料について、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。分析はパレオ・ラボ AMS 年代測定グループ（伊藤茂・安昭炫・佐藤正教・廣田正史・山形秀

樹・小林紘一・Zaur Lomtatidze・小林克也）が担当した。 

２ 試料と方法 

試料は、方形周溝墓である SZ35 の主体部から出土した炭化材１点である。時期については、弥生時

代末～古墳時代初頭と考えられている。樹種はサワラで、最終形成年輪は残っていなかった。測定試

料の情報、調製データは表 71 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 14C濃度について同位体分別効果の補正を行った後、14C年代、暦年代を算出した。 

表 71 測定試料及び処理 

 

 

 

 

 

３ 結果 

表 72 に、同位体分別効果の補正に用いる炭素同位体比（δ13C）、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 14C 年代、暦年較正結果を、図 383 に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。 

14C年代は AD1950 年を基点にして何年前かを示した年代である。14C年代（yrBP）の算出には、14C

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 14C 年代誤差（±1σ）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 14C年代がその 14C年代誤差内に入る確率が 68.2

％であることを示す。 

なお、暦年較正の詳細は以下のとおりである。 

暦年較正とは、大気中の 14C濃度が一定で半減期が 5568 年として算出された 14C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 14C濃度の変動、及び半減期の違い（14C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。 

14C年代の暦年較正には OxCal4.2（較正曲線データ：IntCal13）を使用した。なお、1σ暦年代範囲

は、OxCal の確率法を使用して算出された 14C 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 2σ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 14C 年代の確率分布を示し、二重曲

線は暦年較正曲線を示す。 

理処前ターデ料試ターデ跡遺号番定測

PLD-33390

試料No.1
遺物No.07349
地区：D地区
遺構：SZ35主体部
位置：方形周溝墓主体部底部

種類：炭化材（サワラ）
試料の性状：部位不明
状態：dry

超音波洗浄
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）



300 200 100 1cal BC/1cal AD 100 200200

暦年代 (cal BC/cal AD)
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2400

1
4
C
年
代

 (
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P
)

1σ

2σ

OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5; IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013);

PLD-33390:2032±21 BP
68.2% probability

52 cal BC- 3 cal AD (68.2%)

95.4% probability

102 cal BC-26 cal AD (95.4%)
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表 72 放射性炭素年代測定及び暦年較正の結果 

 

 

 

 

４ 考察 

主体部から採取した試料は、弥生時代中期後葉～後期前葉（BC102～AD26）の値を示した。試料は最

終形成年輪が残っていなかったため、実際の伐採（又は枯死した）年代と使用年代は、古木効果によ

り、測定結果よりも新しくなる。つまり、樹木の生育期の値であり、実際には更に伐採（又は枯死）

年代と使用年代が付加されることを考慮する必要がある。なお、分析試料の樹種はサワラ（針葉樹）

と考えられる。 

発掘調査では、他の墳墓から弥生時代後期の法仏式や山中式から古墳時代早期の月影式や廻間式の

土器が出土しているが、今回分析した試料は遺物が示す年代よりも古いため、墳墓群出現期はさらに

古くなる可能性がある。また、試料内に最終形成年輪が確認できなかったことについて、少なくとも

使用に際して外皮部分に手を加えて除去した可能性が考えられる。 
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図 383 暦年較正結果 
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第３節  礎石建物内土坑出土の八稜鏡付着物の同定 

 

１ はじめに 

平安時代の礎石建物内の土坑（SK223）から出土した、鏡に付着していた紙片と思われる試料につい

て、素材の同定を行った。分析は黒沼保子・竹原弘展（株式会社パレオ・ラボ）が担当した。 

２ 試料と方法 

試料が付着していた鏡は、礎石建物内の土坑から出土した平安時代の八稜鏡である。 

分析方法としては、繊維の形態観察と C 染色液を用いた繊維分析を行った。実体顕微鏡観察と写真

撮影の後、試料の一部を採取した。C 染色液は JIS P 8120 に基づいて作製した。プレパラートに紙試

料から採取した繊維を載せて水を滴下し、繊維を分散させた。乾燥後、C染色液を滴下し、カバーグラ

スを載せて光学顕微鏡で観察を行った。 

なお、紙の青銅鏡成分の影響を評価するために蛍光Ｘ線分析を行った。分析は、紙をマイラーフィ

ルムに挟んで非破壊で測定した。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。 

３ 結果 

繊維は半透明で縦条痕があり、ところどころに断層や節状の横線がみられる。繊維幅はおよそ 10～

25μm である。繊維は配列に規則性がなく、各繊維が絡み合っているため、試料は布ではなく紙と判断

した。また、写真５の４・５（付着物）と６・７（楮）との比較や、C染色液では、薄めの赤茶色に染

まったため、素材の原料は楮であると考えられる。 

紙自体の蛍光Ⅹ線分析を行った結果、青銅成分である銅（CuO）、鉛（PbO）が若干検出された（表

73）。 

表 73 紙の蛍光Ｘ線分析結果（重量%） 

 

 

 

４ まとめ 

形態観察と C 染色液を用いた分析結果から、本試料は楮紙である可能性が高い。楮はクワ科コウゾ

試料 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO ZnO As2O3 SnO2 Sb2O3 PbO

紙 26.34 47.75 7.63 1.59 2.5 0.97 1.72 0.06 4.41 5.95 0.02 0.3 0.18 0.01 0.59
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属の総称で、ヒメコウゾ（Broussonetia monoica Hance）、ツルコウゾ（Broussonetia kaempferi 

Siebold）、カジノキ（Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.）と、ヒメコウゾとカジノキ

の雑種であるコウゾ（Broussonetia × kazinoki Siebold）の 4 種がある（平井 1996）。コウゾ属の

樹皮にある靭皮繊維は強靭で長く、和紙の原料として奈良時代から現代まで利用されている。 

なお、紙の蛍光Ⅹ線分析を行った結果、青銅成分の銅（CuO）、鉛（PbO）が検出されているが、各 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 鏡付着の紙片の試料写真と顕微鏡 

1.試料採取箇所、2.試料写真、3.デジタルマイクロスコープ写真、4-5.光学顕微鏡写真（C染色液の光学顕微鏡写

真）、6-7.楮紙の比較試料（C染色液の光学顕微鏡写真） 
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成分の含有量は少なかった。ただし、通常の土壌中には銅と鉛は含まれないため、青銅成分の影響に

より、生の紙が残存した可能性が考えられる。 

 

参考・引用文献 

平井信二 1996『木の大百科』394p、朝倉書店． 

日本工業（JIS）規格 1998『JIS P 8120 紙・板紙及びパルプ－繊維組成試験法』 

宍倉佐敏・林伸次 2008『繊維判定用 和紙見本帳』紙の温度株式会社 

宍倉佐敏編 2011『必携 古典籍・古文書試料事典』455p、八木書店 

 

第４節  土器付着物同定 

 

１ はじめに 

調査では、尾根地を中心に古墳 42 基、斜面地から平坦地にかけて飛鳥時代～奈良時代の竪穴建物 36

軒、平安時代の礎石建物１軒が検出された。このうち、平安時代の礎石建物周辺から、黒色物が付着

した土器が出土した。ここでは、これらの黒色付着物の材質について検討した。分析は藤根久（株式

会社パレオ・ラボ）が担当した。 

２ 試料と方法 

分析試料は、黒色物が付着した灰釉陶器多口瓶１点と土師器４点である（表 74、写真６・７）。分

析は、赤外分光分析と、アスファルトを判定する簡便法としてクロロホルム溶融試験を行った。 

表 74 黒色付着物を伴う遺物の詳細 

 
 
 
 
 

試料は、遺物の内面に付着する黒色物表面から手術用メスを用いて小片を採取した。各小片の一部

を厚さ１mm 程度に裁断した臭化カリウム（KBr）結晶板に押しつぶして、油圧プレス器を用いて約 7

トンで加圧整形した。 

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、生漆などの吸収スペクトルと比較・検討した。 

クロロホルム溶融試験（高妻ほか 2011）は、クロロホルム（chloroform；純正一級、純正化学株式

会社製、CHCl3）を用いた。各試料の小片を蒸発皿に入れ、クロロホルム試薬を 10cc 加えて、30 分程

度放置した。 

３ 結果 

以下に、各試料の赤外分光分析結果について述べる。なお、赤外吸収スペクトルを示した図 384 と

図 385 では、縦軸が透過率（%T）、横軸が波数（Wavenumber (cm-1)；カイザー）を示す。また、各ス

ペクトル図はノーマライズしてあり、吸収スペクトルに示した数字は生漆の主な赤外吸収位置を示す

分析No. 遺物種別 遺物No. 遺構No. 層位 時期 付着物の特徴 採取場所

1 ロクロ土師器碗 697 SK209 d層 光沢のない黒色物 内面

2 ロクロ土師器皿 490 SB04-P23 1層 光沢のある厚い黒色物、縮み皺 内面

3 ロクロ土師器碗 713 SK239 f層 光沢のある厚い黒色・褐色物 内面

4 ロクロ土師器皿 493 SB04基 面内物色黒るあの沢光層1壇

5 灰釉陶器多口瓶 508 Ⅲa層 - やや光沢のある厚い黒色物、縮み皺 内面

9～11世紀
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（表 75）。                       表 75 生漆の赤外吸収位置とその強度 

［分析 No.１（内面付着物）］ 

黒色物は、内面の一部と外面の一部に付着する。内面の付 

着物は、光沢のない黒色物である（写真６－1a、1b）。赤 

外分光分析では、漆などの有機物にみられる炭化水素の吸 

収（吸収№１及び№２）が明瞭に見られた。また、漆を特 

徴づけるウルシオールの吸収の一部（吸収 No.７）に吸収 

の変換点が確認された（図 384-1）。以上の結果から、漆 

の可能性が考えられる。なお、吸収№９付近に大きな吸収 

がみられ、漆の劣化に伴うゴム質の吸収と考えられる。 

［分析 No.2（内面付着物）］ 

黒色物は、内面の全面と外面の一部に付着する。内面の付着物は、光沢のある厚い黒色物であり、一

部に縮み皺が見られた（写真６－2a、2b）。赤外分光分析では、漆などの有機物にみられる炭化水素

の吸収（吸収 No.1 及び No.2）が明瞭に見られた。また、漆を特徴づけるウルシオールの吸収の一部（吸

収 No.7）が確認された（図 384-2）。以上の結果から、漆と同定される。 

［分析 No.3（内面付着物）］ 

黒色物は、内面の半分と、底部を除く外面全面に付着する。内面の付着物は、光沢のある厚い黒色物

である（写真６－3a、3b）。赤外分光分析では、漆などの有機物にみられる炭化水素の吸収（吸収 No.1

及びNo.2）が明瞭に見られた。また、漆を特徴づけるウルシオールの吸収の一部（吸収 No.7）に吸収

の変換点が確認された（図 384-3）。以上の結果から、漆の可能性が考えられる。 

［分析 No.4（内面付着物）］ 

黒色物は、内面のほぼ全面と外面の口縁部に付着する。内面の付着物は、光沢のある黒色物である（写

真６－4a、4b）。赤外分光分析では、漆などの有機物にみられる炭化水素の吸収（吸収 No.1 及び No.2）

が明瞭に見られた。また、漆を特徴づけるウルシオールの吸収の一部（吸収 No.7）に吸収の変換点が

確認された（図 385-4）。以上の結果から、漆の可能性が考えられる。 

［分析 No.5（内面付着物）］ 

黒色物は、内面の半分と外面の一部に付着する。内面の付着物は、光沢のある厚い黒色物であり、一

部に縮み皺が見られた（写真６－5a，5b）。赤外分光分析では、漆などの有機物にみられる炭化水素

の吸収（吸収 No.1 及び No.2）が明瞭に見られた。また、漆を特徴づけるウルシオールの吸収の一部（吸

収 No.7）が確認された（図 385-5）。以上の結果から、漆の可能性が考えられる。 

４ 考察 

 いずれの黒色付着物も炭化水素の吸収が明瞭に見られたが、ウルシオールの吸収が明瞭に確認され

た試料は分析 No.2 のみであり、分析 No.1 は漆成分のゴム質の劣化により、分析 No.3～5 は漆以外の

混入物を含む可能性が高いことで漆成分との相異が見られたため、「漆の可能性がある」との結果に

とどまった。吸収が明瞭に検出されなかった分析 No.3～5 は、漆以外の混入物が想定され、漆にアス

ファルトを混ぜて使用する事例があることから、クロロホルム溶融試験でアスファルト成分の有無を 

確認したが、検出されなかった。混入物が「アスファルト」でないことは確認できたが、その混入物

位置 強度 ウルシ成分

1 2925.48 28.5337

2 2854.13 36.2174

3 1710.55 42.0346

4 1633.41 48.8327

5 1454.06 47.1946

6 1351.86 50.8030 ｳﾙｼｵｰﾙ

7 1270.86 46.3336 ｳﾙｼｵｰﾙ

8 1218.79 47.5362 ｳﾙｼｵｰﾙ

9 1087.66 53.8428

10 727.03 75.3890

吸収№
生漆
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図 384 黒色付着物（内面）の赤外分光スペクトル図（１） 

      （実線：塗膜層、点線：生漆、数字：生漆の赤外吸収位置） 

1.分析 No.1 2.分析 No.2 3.分析 No.3 
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の詳細については不明である。なお、分析 No.2 や No.5 には縮み皺が見られた。これらの遺物には、

漆質物が厚く付着しており、パレットとして利用されたと考えられる。 

 

引用文献 

高妻洋成・赤田昌倫・本多貴之 2011「漆関連遺物の調査」『漆下遺跡 第 4分冊 自然科学分析・ま

とめ篇』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 385 黒色付着物（内面）の赤外分光スペクトル図（２） 

      （実線：塗膜層、点線：生漆、数字：生漆の赤外吸収位置） 

4.分析 No.4 5.分析 No.5 
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写真６ 黒色物が付着したロクロ土師器と採取位置（赤枠部分） 

        
1.分析№１（内面）、2.分析№２（内面）、3.分析№３（内面） 
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写真７ 黒色物が付着したロクロ土師器・灰釉陶器と採取位置（赤枠部分） 

4.分析№４（内面）、5.分析№５（内面） 

 

 

第５節  土坑内堆積物の微細物分析 

 
１ はじめに 

　平安時代と考えられる礎石建物 SB04 内の SK223 から瑞花双鳳八稜鏡が鏡面を上にした状態で検出

した。この鏡の下から籾殻が発見されたため、さらなる微細物の検出を目的として、鏡の上下の土壌

を水洗し、検討を行った。分析は佐々木由香・バンダリ スダルシャン・竹原弘展（株式会社パレオ・

ラボ）が担当した。 

２ 試料と方法 

 試料は、礎石建物内の SK223 から出土した八稜鏡の上層（１層）と下層（２層）から回収された堆

積物２試料である。また、鏡の下から肉眼で確認・回収された籾殻１点である。試料の時期は、平安

時代（10 世紀前半頃）と推定されている。 

 堆積物は、200cc を 0.25mm 目、100cc を 1.0mm 目の篩を用いて水洗し、微細物を抽出した。微細物

の抽出および同定は、実体顕微鏡下で行った。計数の方法は、完形又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。 
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なお、籾殻の青銅鏡成分の影響を評価するために蛍光Ｘ線分析を行った。分析は、籾殻をマイラー

フィルムに挟んで非破壊で測定した。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。 

３ 結果                   表 76 微細物の同定結果 

肉眼で確認され、鏡の下から回収された種実 
は、草本植物のイネ籾殻１点であった。一方、 
堆積物に含まれる微細物を同定した結果、子嚢 
菌が得られた（表 76）。子嚢菌は、鏡の上層で 
ある１層から 23 点、下層である２層から 10 点 

（破片１点を含む）が得られた。 

次に、大型植物遺体の記載を行い、図版に写 

真を示して同定の根拠とする。 

（1）イネ Oryza sativa L. 籾殻 イネ科 

 黄褐色で、完形ならば上面観が楕円形で、側面観が長楕円形。縦方向に明瞭な２条の稜線があり、

基部は突出する。表面には規則的な縦方向の顆粒状突起がある。上部にふ毛が残る。残存長 6.3mm、幅

3.5mm。 

（2）子嚢菌 Ascomycotetes 炭化子嚢 

 球形で、表面は平滑か、微細な網目状隆線がある。長さ 0.7〜1.0（平均 0.8）mm、幅 0.7〜1.0（平

均 0.8）mm。 

籾殻自体の蛍光Ⅹ線分析を行った結果、青銅成分である銅（CuO）、鉛（PbO）が若干検出された（表

77）。 

４ 考察 

八稜鏡の下からは栽培植物であるイネの籾殻１点が得られた。籾殻の表面にはふ毛が良好に残 

存し、現生の籾殻に近い状態であった。遺跡から出土する大型植物遺体で、低湿地遺跡や現代の

遺跡を除いて、生の状態でふ毛が良好に残ることは稀であるため、鏡の金属成分が浸透して残存

しない限り、平安時代のふ毛がついた生の籾殻は残存しないと考えられる。 

なお、籾殻の蛍光Ⅹ線分析を行った結果、青銅成分の銅（CuO）、鉛（PbO）が検出されている

が、各成分の含有量はかなり少なかった。ただし、通常の土壌中には銅と鉛は含まれないため、

青銅成分の影響により、生の籾殻が残存した可能性が考えられる。 

鏡の上下の堆積物を同定した結果、種実を含め、同定可能な微細物は得られなかった。遺跡は生

の動植物遺体が残存しにくい陸成堆積物上に立地しており、土壌中に生の動植物遺体は残存しに

くかったと考えられる。子嚢菌は土壌中に含まれるほか、木材に付着して残存する。今回の試料

の子嚢菌は炭化しており、かつ硬いため、堆積物中に残存したと考えられる。 

表 77 籾殻の蛍光Ｘ線分析結果（重量%） 

 
 
 

遺構

遺物番号

層位

時期

分類群 水洗量

)1(殻籾ネイ

子嚢菌 炭化子嚢 23 9 (1)

括弧内は破片数

300

1 2

SK233

492

10世紀後半

現地取上げ

試料 MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO ZnO As2O3 ZrO2 SnO2 PbO

籾殻 1.05 32.52 50.04 3.98 1.89 0.63 1.48 0.29 5.25 2.32 0.01 0.19 0.01 0.02 0.31
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写真８ SK223から出土した微細物 

1.イネ籾殻、2・3.子嚢菌炭化子嚢（２層）、4. 子嚢菌炭化子嚢（１層） 
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第５章 総括 

 

第１節 平安時代の礎石建物について 

 

上切寺尾古墳群Ａ地区南側で礎石建物１棟を検出した。以下に、礎石建物の性格と地域における歴

史的意義づけについて検討する。 

１ 礎石建物（SB04）の立地・位置について 

上切寺尾古墳群で確認した礎石建物（SB04）は、三枝山の山麓に位置する（図 386）。礎石建物の西

側には白山神社が鎮座する。白山神社の創立年代は不詳であるが、里説にこの地は昔、三枝
さいくさの

別
わけ

、又は

三 枝 連
さいくさべのむらじ

の本拠であったので、その族人が祖神を奉納した社であるといわれている 1）。白山神社の現

況は、本殿まで続く石段の途中に平場があり、ここから石段が３段でなくなり本殿まで土道となる。

このことは古代の社寺の特徴を良く伝えている２）。白山神社と礎石建物は、山寺によく見られる位置

関係にあり 3)、礎石建物と白山神社の間の谷は水源があり、「寺洞」という地名であることから、北に

延びる谷奥部全体が寺に関連する場所として利用されていたと考えられる。また、閼伽
あ か

水
みず

を仏様にお

供えするための水汲場４)として、寺域に水源があることは、山寺の必要条件に適合する立地と言える。 

２ 礎石建物について 

（１）建物の規模・寸法について 

今回の発掘調査では、桁行５間、梁行３間の礎石建物を検出した。建物は真北方向を意識した南面

建物で、柱間は図 387 のとおりである。図に示した柱間は現地にて柱の当たりを確認し、測定した距

離である。おおよそ 0.298ｍで割り切れることから、この建物は１尺 0.298ｍで造営されたと考えられ

る。須弥壇は身舎の中央に配置される。須弥壇の礎石及び縁石は、遺跡に近い川上川の河原石を用い

ている。礎石・縁石の石材は白色の濃飛流紋岩の川原石をそのまま用いるが、隅の P07･P09・P14 の礎

石のみ石材は青緑色の凝灰岩を用い、外隅を斜めに整形することから縁石内側を意識する意図がうか

がえる。須弥壇の P08・P13 は南側と北側の外側の礎石列と柱筋が通らず、また本尊の中央と重なるた

め、通し柱ではなかったと考えられる。柱のあたりをもとに須弥壇北側の柱筋をみると、縁石の中央

を通る。このことから、礎石や縁石に壁を受けるための作り出し痕跡は認められないものの、来迎
らいごう

壁

があった可能性がある。一方、須弥壇南側の柱筋は縁石の北側（須弥壇側）を通る。南側には床束を

支えるような小さな礎石があり、柱筋の内側に位置する。このことから P13 及び南側の床束には供物

台 5）があった可能性がある。今回検出した礎石建物は、静岡県湖西市大知波峠廃寺 6）の仏堂群に見ら

れるような広庇部を前面に持たない。調査時は前面の平坦面が崩れており、広庇部分が消失した可能

性もあるが、階段状遺構も近接しているため、礼堂をもたない建物と考えられる。また、礎石建物北

側の基壇縁石外に沿うように雨落溝を確認した。礎石建物の東側・西側には雨落溝はないが基壇縁石

の位置から建物の軒の出を推定することができる。 

（２）基壇・階段状遺構・石畳について 

 建物の基壇は南側を除き、河原石を１列並べただけの縁石状の乱石積基壇である。東西の縁石の幅

は約 13.1ｍであり、礎石建物と同じ１尺 0.298ｍで基壇が築成された場合、44 尺となる。南側の平坦 
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図 386 遺跡の立地（平成４年高山市市街図其一をもとに作成） 
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面が崩れているため基壇上端が不明であるが、階段状遺構の東側には基壇南側の最下段の縁石がある。

北の縁石と南側の縁石の幅は約 13.1ｍあり、東西の基壇幅と同じになることから 44 尺の方形の基壇

と考えられる。基壇南側の傾斜地は、調査前は杉の木や攪乱坑があり、表土が撹拌された状態であっ

たが、表土中から人頭大の河原石が多く出土した。このことをふまえると基壇の南側は河原石を何段

か積み上げて築成された可能性がある。また、階段状遺構は、須弥壇東側の柱筋の延長部に耳石が位

置する。耳石はほぼ基盤の傾斜に合わせて出土したことから、基壇南側の勾配は緩やかであった可能

性が高い。階段状遺構は踏石が須弥壇西側の柱筋の延長部で途切れることから須弥壇の幅に合わせて

作られたと考えられる。階段状遺構の南側には石畳があり、石畳の東側は発掘区外、南側は日焼遺跡

Ｂ区発掘区域にあたるが、耕地整備により大きく改変しているため続きがあったかは不明である。し

かしながら、西側の石畳は途切れることから、石畳は東西方向には延びずに南側に延びていたと考え

る。このほかに礎石建物南西部の西側に硬化面を確認した。通路と推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 387 礎石建物 
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（３）地鎮・鎮壇について 

基壇中からは玉類や古銭などの地鎮に関わる遺物は出土していない。礎石建物下で検出した SI26

からは耳環・刀子が１点ずつ出土しているが、出土位置は SI26 の床面に近く、基壇に関わる遺物とは

考えにくい。また、44 尺の方形基壇を想定した場合は P13 が中央になるが、P13 では地鎮具と認めら

れる遺物はなかった 7）。須弥壇中央の土坑（SK233）で八稜鏡（492）が出土した。この鏡は鏡面を上

にし、やや南側（正面方向）傾けた状態で出土した。鏡背に楮紙が付着していること（第４章３節参

照）や鏡の下から籾殻が出土したこと（第４章５節参照）をふまえると、鎮壇に際して、土坑の底面

に紙を敷き、五穀を埋めた行為が想定される 8）。また、鏡を鎮壇具として埋納することや輪宝と撅若

しくは独鈷が出土していないことから、鎮壇具の埋納方法は古い様相があるといえる。 

（４）八稜鏡について 

礎石建物の創建時期は、礎石建物に関わる基壇や溝（SD12）・廃棄土坑（SK239）の所属時期が 10

世紀後半であることから、礎石建物は 10 世紀後半の建物と考えられる。SK233 で出土した鏡はこの礎

石建物の鎮壇具と考えられ、創建時期を決める資料となるが、伝世品の可能性もあるため、既存の研

究成果をもとに今回出土した鏡の形式・時期について検討した。鏡は鏡の文様から瑞花双鳥八稜鏡と

と考えられる。材質も上質で錆が少なく、また直径 15.4ｃｍと非常に大きい。長久智子氏による全国

出土の八稜鏡の集成 9）においても 10ｃｍ前後のものが多い。背面には、八稜形の界圏の内区に鳳凰と

瑞花唐草文を各２個ずつ、紐を中心に内向旋回させる。紐座は花座で円状の紐穴をもつ。今回出土し

た鏡は、鳳凰の顔を内側に向けるという古い要素、非円形界圏で瑞花文は枝茎が消え繁縟になるとい

う新しい要素がある鏡と言える 10）。長久氏による分類 11）ではⅡ類（舞鳳形）－Ａ群（２羽）－２式

（内向旋回）－扇状瑞花文Ⅰ又はⅢ：正円紐孔工房系と考えられる。長久氏による編年では、時期を

特定しがたいが、舞鳳形で内向旋回という古い様相であることをふまえれば、10 世紀後半前後のもの

と考えられる。また、中川あや氏による分類 12）では分類ｃ－ⅱ（長い尾を横方向に伸ばす鳥文）－ⅱ

（求心配置＋顔横向き。頭を紐側に向けた鳥が対置する。顔は前を向く。）と考えられる。中川氏によ

る編年では、分類ｃは 10 世紀後半から 11 世紀初頭となる。岐阜県内の八稜鏡の分布状況を見てみる

と、長久氏の集成 13）では岐阜県内で４例しか確認されていない。また、いずれも美濃地域で確認した

例であるため、県内においての時期・分布傾向はつかめない。しかしながら、長野県内の奈良・平安

時代の鏡の出土例 14）を見ると、瑞花双鳥八稜鏡が出土した遺構の時期は10 世紀～11 世紀前半であり、

特に 10 世紀後半のものが多い傾向にある。今回確認した鏡は 10 世紀後半のものとしても違和感がな

いといえる。 

（５）礎石建物及びその周辺から出土した遺物について 

礎石建物及びその周辺から螺髪・塑像片・金属製品が出土した。分布状況は図 388 のとおりである。

螺髪は２点（372・512）出土した。372 は SI25 から出土しているが、出土位置は基壇盛土のない場所

の１層で出土したことや 512 と大きさ・形状が類似するため、同じ塑像仏のものと考えられる。また、

螺髪は須弥壇に近い位置で出土しているため、須弥壇に安置された仏像と考えられる。この他に礎石

建物の西側 SK184 で塑像片（648）が出土した。胎土に雲母を混ぜた良質な粘土であること、白土を塗

った後に稜線に沿って赤彩色があり、衣文表現が認められることから塑像の衣の一部と考えられる。

塑像片の出土位置は須弥壇からは離れているものの、SK184 は礎石建物と同じ 10 世紀後半であること
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から、螺髪と同一の仏像が廃棄されたと考えられる。この他に筒状銅製品（524・525）が須弥壇付近

で出土した。筒の直径は約５ｃｍと細く、また須弥壇付近で出土していることから、仏像の後背を支

える竿（荘厳具）の飾り金具の可能性が高い。釘は礎石建物内及び東面で多く出土したことから礎石

建物に使用された釘と考えられる。円頭釘（523）が 1 点あるが、多くは叩折釘か巻頭釘 15）である。

いずれも４寸以下で軸部が細いタイプのものである。瓦も多く出土した。分布状況は図４のとおりで

ある。礎石建物のある上切寺尾古墳群では 889 点出土したが、瓦 16）の多くは礎石建物北側の包含層及

び SK239 で出土し、残存状態のよいものが多い。この他に竪穴建物からは SI09 で 1 点、SI25 で３点、

SI26 で６点出土したが少量であり、竪穴建物の埋土上面で本来検出すべき土坑等の遺構を見落とした

可能性が高く、白鳳時代の瓦以外は礎石建物の瓦と考えられる。格子タタキで側板連結摸骨文が残る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 388 礎石建物に関わる遺物の分布 
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瓦（481・515 など）や縄タタキで布目圧痕しかもたない瓦（516 など）が少数出土しているが、大半

は当遺跡で出土した 10 世紀のロクロ土師器と類似する白色の胎土で造られた熨斗瓦（518 など）・丸

瓦（513 など）である。熨斗瓦は、凸面のナデ・ケズリ、側面のケズリ、凹面の側面部を面取り、凹

面は丁寧にナデが施され、布目は観察できない。また、玉縁の作り出しは断面に接合痕が見いだせな

いことから、削り出しによって作り出された可能性がある。少量出土したタタキのあるものは７世紀

後半のもので高山市三仏寺廃寺 17）の瓦に類似する。しかしながら、白色の胎土の熨斗瓦の製作技法は

７世紀後半以降にみられる飛騨地域の瓦造りの技法にも、８世紀後半以降の国分寺の瓦造りの技法 18）

にも見られない。このことから、礎石建物の造営に伴って 10 世紀後半頃に焼かれた瓦と考えられる。

また、白色の胎土の瓦は、少量の丸瓦が出土したが、大半は熨斗瓦である。礎石建物の屋根は総瓦葺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 389 礎石建物周辺の瓦の分布 
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ではなく、大棟のみ瓦を敷いていたと推定される。瓦の分布状況は、礎石建物の北側に集中する。瓦

の分布は建物の倒壊方向を示す可能性もあるが、釘の分布傾向と異なることや SK239・243 のように

瓦や釘を一括廃棄した状況も認められることから、二次的に移動に移動した可能性が高い。SK239・

243 から出土した遺物は 10 世紀後半におさまることから、礎石建物は 10 世紀後半のうちに廃絶した

と考えられる。 

（６）礎石建物周辺の主要遺構と遺物について 

礎石建物周辺では南側を中心に掘立柱建物や柵などを確認した。主な遺構及び墨書土器が出土した

遺構を図 390 に示した。出土遺物から掘立柱建物の時期を特定できるのは SB06 のみで、10 世紀前半

の遺構である。このほかに SB06 と建物の主軸方位があう SB05・SB09 が SB06 と同時期と考えられる。

SB09 は礎石建物（SB04）の南西に位置する。礎石建物の南から石畳が南へ続くことを想定した場合、

礎石建物と建物の主軸方位が大きく異なるのは不自然である。SB09 は礎石建物の柱配置に類似した建

物で、柱穴の掘方も長方形に近いものもあることから、礎石建物よりも古い仏堂の可能性がある。礎

石建物と同じ時期の遺構は、建物の主軸方位が合う SB07・SB08、SB04 と SB07・SB08 の間を東西方向

に延びる SA02・SA03 と考えられる。飛騨地域の集落跡では 10 世紀後半まで竪穴建物 19）が確認できる

ことから、これらの掘立柱建物は僧坊のような建物の可能性が高い。 

礎石建物周辺を中心に寺に関わる出土遺物が出土した。礎石建物の基壇・SK517 から煤・タールが

付着した土師器碗・皿（493･494・496・806～813）が出土している。これらは灯明具であり、仏堂内

で夜の悔過を修する際に使用されたと考えられる。また、礎石建物周辺では多口瓶（507・508・509・

765）が出土している。507 は８世紀後半、508・509・765 は 10 世紀後半のものである。８世紀後半

の多口瓶は礎石建物の前身寺院から引き継いだものと思われ、いずれのものも礎石建物の廃絶に伴っ

て廃棄されたと考えられる。礎石建物の廃絶時には、周辺に穴を掘り、廃棄したと考えられる。礎石

建物の西側には 10 世紀後半の土器が多く出土した土坑 SK183～185・200・201・209・485・506・511･

517 がある。SK511・517 には「寺」の墨書された土器があり、寺の存在を物語る。いずれの土坑も８

世紀後半から９世紀頃の土器を伴う特徴があり、前身寺院から引き継いだものを礎石建物の廃絶に伴

って廃棄された可能性があるといえる。SK485 は９世紀前半（772）・９世紀後半（777）・10 世紀前半

（775）と各時期の墨書土器が出土している。775 の墨書「万」は吉祥句と考えられるが、772 の墨書

「大令」、777 の墨書「令」は郡衙の官職名であり、寺院造営に関与していたことを示唆している。こ

のほかに丘陵尾根部分で小型の坩堝（886）が出土した。BM８グリッドと BO10 グリッドのものが接合

しており、同グリッドでは須恵器や灰釉陶器が多く出土している。時期は特定できないが、坩堝の内

外面に緑青や銅のスラグが付着していることから、寺院に関わる青銅製品を製作していたと考えられ

る。 

３ 寺院の変遷と意義 

最後に寺院の変遷と意義について概観する。今回の調査では８世紀後葉に寺院が造営されたと考え

られる。仏堂は確認できていないが、多口瓶（507）やこの時期の遺構 SK64・SD4 があり、SD04 から

鉄鉢形土器（598）が出土していることからも窺い知ることができる。この時期は野内遺跡Ｂ地区 20)

の竪穴建物数が急増する時期である。周辺では８世紀前半頃には窯業生産が開始されるが 21）、９世紀

前葉には鉄鍛冶も開始する。野内遺跡は、この時期に「窯業や鍛冶などの手工業生産を含めた地域開
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発のために、官衙（公的施設）などが主体となって工人を誘致し、村落形成が広域に展開した」22）遺

跡であり、当遺跡周辺もそれに呼応するように、郡の政務を司る大領・少領などの在地地方有力氏族

が関与し、寺院造営・維持を行ったと思われる。10 世紀前半になると、仏堂（SB09）が造営され、僧

坊（SB06・05）が建つ。この時期まで野内遺跡は安定して集落の再開発・新規開発がされる時期であ

る。引き続き、郡の政務を司る大領・少領などの在地地方有力氏族が関与し、寺院造営・維持を行っ

たと思われる。10 世紀後半には場所を変えて仏堂（SB04）が造営され、これに合わせて僧坊（SB07・

08）が建てられる。仏堂は瓦葺屋根の礎石建物で SB09 とは異なり真北を意識して造営される。鎮壇具

は純密ではなく、古い様相を示すことから、仏像は塑像で前身寺院のものを受け継いだものと思われ

る。螺髪のある仏像は如来にのみ持つ特徴である。安置された仏像は阿弥陀如来か薬師如来のいずれ

かに絞られるが、遺跡の南側には大野郡と吉城郡へいたる寿美峠越えの道 23）があることから、久保智 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 390 礎石建物周辺の主要遺構及び仏堂に関わる遺物 
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康氏が言うように、国衙もみずから国域内の疫疾消除を求めて、郡境の山寺に薬師悔過
け か

を勤
ごん

修
じゅ

させた

と考えられる 24）。この仏堂は 10 世紀後半に廃絶される。野内遺跡においても竪穴建物は 10 世紀後半

になると減少し、11 世紀には途絶える。川上川左岸の集落遺跡も途絶えるため、空白期となる。10

世紀後半に途絶えた仏堂は瓦や使用していた土器などを土坑に廃棄し、片づけ行為を行っているため、

寺洞の中で仏堂を新たに造営した可能性もある。図６のような中世以降によくみられる地割や中央の

道は上切寺尾古墳群の丘陵尾根へと続く道であり、11 世紀以降も継続した可能性もある。しかしなが

ら、今回の発掘区で 11 世紀の遺物がほぼないことをふまえると、高山盆地北部丘陵部において窯業

25）や鍛冶などの手工業生産が衰え、寺院の造営・維持に関わった郡領層などの在地有力氏族が後退し、

その後ろ盾を失った結果、廃絶されたものと考えられる 26）。 
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第２節 上切寺尾古墳群の造墓の変遷及び位置づけについて 

 

今回の調査で検出した墳墓は 51 基である（第３章第４節）。以下に、造墓の変遷と地域における歴

史的意義づけについて検討する。 

１ 墳墓の属性 

今回検出した墳墓は、溝によって平面形が方形（長方形）になるよう区画した「方形周溝墓」と同

様な構造をもつものが多い。北陸地方の「丘陵上に営んだ周溝墓」1)に類似する遺構と考えられる。

しかし、これらの遺構の立地や形状から、本古墳群独自の特徴も伺える。そのため、以下のとおり本

古墳群の墳墓がもつ属性を抽出し、表 78 に示した。次項では、各属性に基づきその特徴について検討

する。 

内周規模 方台部の規模を記載した。また、次項で示した規模による分類（１群・２群）についても、

「分類」の項目に記載した。 

時期 飛騨地域においては当該期の詳細な土器編年が確立していないため、本報告では便宜的に、北

陸地方における法仏式期を「弥生時代後期後半（弥生後）」、月影式・白江式期を「弥生時代終末期（弥

生末）」、古府クルビ式期を「古墳時代初頭（古墳初）」の３時期に区分 2)し、墳墓の出土遺物に基づき

記載した。 

重複する墳墓数 その墳墓が別の墳墓と重複（共有）する基数を記載した。 

周溝 残存する周溝の形態で以下のとおり分類した。なお、属性Ｄについては、Ａ～Ｃに付随する属

性として「ＡＤ」などと記載した。 

Ａ：方台部を全周するもの Ｂ：斜面下方側の周溝が認められないもの Ｃ：２辺以上が認められ

ないもの Ｄ：陸橋状の切れ目を有するもの ×：不明 

方台部 方台部は方形（長方形）の平面形を基調とするが、不定な形状をとるものも認められる。直

線的な周溝に囲まれ明瞭な方形(長方形)と認識できるものを「ａ」、それ以外のものを「ｂ」、不明な

ものを「×」とした。 

墳丘盛土 墳丘盛土の構築方法について、以下のとおり分類した。なお、「一次墳丘」は墓坑掘削前の

盛土を示し、墓坑を覆う盛土を「二次墳丘」として、二次墳丘が残存するものを「○」で示した。 

Ⅰ1：方台部周縁に周堤状の盛土をしたのち、その内部を充填するもの 

Ⅰ2：方台部周縁の斜面下方側のみ土堤状の盛土をしたのち、斜面上方側を充填するもの 

Ⅱ：墳丘中央から順に盛土するもの 

Ⅲ：一次墳丘はあるが、ⅠとⅡの判別ができないもの 

Ⅳ：一次墳丘がないもの ×：不明 

主体部 方台部内で検出した基数を掲載した他、以下の項目について分類した。 

深さ：主体部底面が一次墳丘に収まるものを「盛土内」、基盤下にまで達するものを「基盤下」と

した。 

向き：主体部の長軸が方台部の長軸と直交又は平行するものを「○」、直交又は平行しないものを

「△」とした。 

遺物 出土遺物の内容を簡潔に記載した。 
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２ 属性の分析 

（１）墳墓の規模・形態 

飛騨地域（高山市・飛騨市・下呂市・白川村を含む範囲）では、中野大洞平遺跡 3)や上町遺跡 4)、

ツルネ遺跡 5)などで、上切寺尾古墳群とほぼ同時期の方形周溝墓が確認されているが、墳丘の盛土は

確認されていない。今回検出した墳墓は、その多くに墳丘盛土が残存しており、飛騨地域のみならず

県内全域においても稀有な状況といえる。この、墳丘が残存するという特徴があるために斜面下方側

の周溝が確認できなかった墳墓でも方台部の規模を計測することが可能であるが、今回の調査では墳

丘裾部の状況を十分確認しておらず（後述）、表 78 の「規模」の数値は、一部土層断面図や平面図に

基づく推定値を含む。この数値に基づき、図 391 に墳墓方台部の長軸長と短軸長による散布状況を示

した 6)。長短軸比では、大半の墳墓は長軸が短軸の 1.5 倍以下であり、長軸と短軸の長さに大きな差

がない形態をもつ。長短軸比が 1.5 倍以上ある SZ49 は、南側の SZ51 より新しく改変は受けていない

ため、東西に長い形状と考えられ、周溝以外の遺構をもたないことからも、他の墳墓とは性格を異に

する可能性がある。一方、方台部規模の長短軸の散布状況からは、２つのグループに分けることがで

きる（図 391 の「規模による散布状況」）。「１群」は方台部の長軸が 10ｍ前後のもので、SZ01・SZ17・

SZ22・SZ24・SZ29・SZ41 ・SZ51 の７基が含まれる。最も規模が大きい墳墓は SZ41 で、長軸は 13.59

ｍを測る。SZ41 は、傾斜に直行する軸の長さは他の１群の墳墓と類似するが、傾斜に平行する方向の

軸が長い。これは、斜面に１群と同等規模の墳丘を構築する際、墳頂部を他の墳墓と同様の規模にし

た結果、斜面下方側へ墳丘裾の範囲が広がったと考えられる（図 392）。同じ１群の SZ01・SZ51 でも、

同様な状況が確認できる。２群は長軸の規模が 3.6ｍ～8.5ｍのもので、散布範囲は広いものの明確な

差が見出せないため、これ以上の分類は行わなかった。なお、これまで飛騨地域で確認されている方

形周溝墓はいずれも２群に含まれる規模であり、１群に匹敵するものは確認されていない 7)。 

方台部の平面形は、規模の分類で１群としたものではｂ類が４基あり、SZ01 は円形に近い形状、

SZ17・SZ24・SZ41 は１辺が丸味のある不定な形状である。２群 35 基の内ｂ類は４基で、比率的には

１群より方形に近い形状をとるものが多い。２群でｂ類としたものは、１辺が丸味をもつ SZ28 以外は

円形とも方形ともいえない不定な形状である（SZ11・SZ31・SZ35）。 

周溝の形態では、尾根上がＡ類、丘陵南側の斜面がＢ類というように、主に立地で分かれている。

山上の墳墓は尾根上や台地の縁辺など比較的平坦な場所に立地することが多いが、本古墳群では斜面

にも墳墓が立地することが大きな特徴である。Ｂ類の墳墓については、本文中で「斜面に設置された

ため、傾斜の下方となる南溝は確認できなかった」というような表現で形態を説明しているが、これ

は斜面に墳墓を造営することによって生じた影響を端的に示したものである。しかし、前述のように

今回の調査では墳丘裾部の状況を十分確認しておらず、例えば SZ19（図 393）は、断面図では基盤を

削り出したように表現しているが、斜面に方台部を全周する周溝を設置した場合、斜面下方側の周溝

の立ち上がりがなくなり、このような状態になる可能性が高い。これは、基盤層を削り出して墳丘裾

を構築するとされる「方形台状墓」の築造に通じる 8)。弥生時代の造墓においては墓域を区画する意

識の発生が特徴とされており 9)、今回検出した墳墓が、何をもって「区画」していたのかを検証する

ことが重要であったと考える。なお、Ｃ類の周溝をもつ墳墓は SZ05 のみであるが、墳丘の形状からみ

ると、墳丘南西部が斜面下方へ流出し、周溝の一部が失われた可能性が高い。周溝に陸橋状の切れ目 
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表 78 上切寺尾古墳群における墳墓の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き向さ深数次二次一類分

SZ01 10.77 9.40 1 － 0 B b Ⅲ ○ 1 基盤下 △ ×

SZ02 10.10 (7.51) － － 0 B b × － － － － ×

SZ03 7.32 5.90 2 － 1 B ａ Ⅲ － － － － 墳丘内、鉢（9）

SZ04 6.23 4.92 2 － 1 B ａ × － 2 基盤下 ○・△ ×

SZ05 7.80 7.79 2 弥生末 2 C ａか Ⅲ ○ 1 基盤下 ○ 壺完形（14）、高坏破片（11～13）

SZ06 8.94 (4.58) － － 0 B ａか Ⅲ ○ 1 基盤下 ○ ×

SZ07 6.79 6.74 2 － 0 BD ａ Ⅲ － 1 基盤下 ○ ×

SZ08 8.75 (5.12) － － 0 BD ａ × － 1 基盤下 ○ ×

SZ09 13.04 (7.25) － － 0 × ａ × － － － － ×

SZ10 (4.05) (1.22) － － 1 × × × － － － － ×

SZ11 7.01 6.27 2 － 1 AD b × － － － － ×

SZ12 (7.09) 6.98 2 － 3 A ａ Ⅱ － 1 盛土内 ○ ×

SZ13 7.16 6.48 2 弥生末 3 A ａ I1 ○ 1 盛土内 ○
周溝埋土内から北陸系有段口縁壺
（40）、高坏（41）完形

SZ14 (3.57) (2.92) － － 2 × ａか I1 － － － － ×

SZ15 6.36 (6.09) 2 － 2 Aか ａ Ⅱ ○ 1 盛土内 ○ 周溝埋土中散在、鉢破片（42）

SZ16 6.98 5.39 2 弥生後 1 A ａ Ⅱ ○ 1 基盤下 ○
墳頂部（封土下か）から有段口縁台
付鉢（51）と高坏（52）、その他周
溝内に破片

SZ17 9.82 9.64 1 － 0 A b I1 ○ 1 基盤下 ○ ×

SZ18 5.53 (4.14) 2 － 0 B ａ I2 ○ 1 基盤下 ○ ×

SZ19 6.44 6.17 2 古墳初 1 B ａ I2 ○ 1 基盤下 ○ 周溝埋土中散在、装飾器台か（57）

SZ20 8.01 6.16 2 － 2 AD ａ Ⅲ ○ 1 基盤下 △ 主体部直上封土、脚部破片（58）

SZ21 7.52 6.89 2 － 2 Aか ａ I2 ○ 1 盛土内 △ ×

SZ22 10.11 9.66 1 － 1 A ａ I1 ○ 1 盛土内 ○ ×

SZ23 6.56 4.28 2 － 0 BD ａ Ⅲ － 1 盛土内 ○ 周溝東溝埋土中に細片

SZ24 10.04 8.81 1 弥生末 1 B b Ⅱ － 1 基盤下 △
周溝北溝西部で破片集積（甕・鉢、
完形は68のみ）、北溝中央東寄りで
器台（74）完形、主体部から土器片

SZ25 4.93 (4.10) 2 － 1 Aか ａ × － － － － ×

SZ26 6.33 5.80 2 － 0 A ａ Ⅱ ○ 1 基盤下 ○ ×

SZ27 6.10 5.66 2 － 1 Aか ａ Ⅳ ○ 1 基盤下 × ×

SZ28 6.71 6.27 2 弥生末 0 B b I2 ○ 2
盛土内
基盤下

△ 周溝底面付近壺（79）

SZ29 10.31 8.66 1 弥生後 3 A ａ I1 ○ 1 基盤下 ○
周溝で高坏（84）と鉢（83）、器台
（85）は周溝南西隅完形

SZ30 5.44 4.65 2 － 2 Aか ａ Ⅲ ○ 1 基盤下 ○ ×

SZ31 3.63 3.49 2 － 0 B b Ⅳ ○ 1 基盤下 ○ ×

SZ32 (8.22) 7.22 2 弥生末 2 B ａ I1 － 1 基盤下 ○
主体部埋土上層で高坏（88）、周溝
で壺（86）完形

SZ33 8.52 7.40 2 － 2 A ａ I1 － 1 基盤下 △ ×

SZ34 8.56 (6.13) 2 － 1 B ａ Ⅲ － 1 基盤下 ○ ×

SZ35 6.11 5.35 2 － 1 A b × － 1 基盤下 ○ ×

SZ36 (6.10) 4.13 2 － 2 B ａ Ⅲ － 1 基盤下 ○ ×

SZ37 6.40 4.88 2 － 4 A ａ Ⅲ － － － － 周溝底面付近で壺破片（92）

SZ38 8.37 6.20 2 弥生末 5 A ａ Ⅱ － 1 盛土内 ○
周溝底面で台付装飾壺（93）主体部
で93とセットとなる蓋（94）と緑色
凝灰岩製の管玉（95）

SZ39 (1.95) (1.54) － － 2 × × Ⅲ － － － － ×

SZ40 (7.42) (7.32) － － 3 AD ａ Ⅱ ○ 1 基盤下 ○ ×

SZ41 13.59 9.62 1 － 2 B b I2 － 1 盛土内 △ ×

SZ42 5.95 5.94 2 － 1 B ａ I2 － 1 基盤下 ○ ×

SZ43 6.25 4.36 2 － 0 B ａ Ⅲ － 1 基盤下 ○ ×

SZ44 6.89 6.04 2 弥生末 2 A ａ I2 － 1 基盤下 ○
器台（99）東溝南部埋土中で出土、
詳細不明

SZ45 (3.95) 2.41 2 － 1 Aか ａ × － － － － ×

SZ46 6.67 5.40 2 － 2 B ａ Ⅱ － 1 盛土内 ○ ×

SZ47 4.89 (3.73) 2 － 4 B ａ Ⅲ ○ 1 基盤下 ○ ×

SZ48 6.54 5.89 2 － 1 × ａ I1 － 1 基盤下 ○
壺（102）等が西溝中央埋土中で出
土

SZ49 7.84 (2.97) 2 弥生末 1 B ａ × － － － －
周溝で台付装飾壺（104）、104は
SZ51の周溝でも出土

SZ50 6.21 (3.52) － － 1 × ａ × － 1 基盤下 ○ ×

SZ51 11.22 9.04 1 － 2 BD ａ I2 ○ 1 基盤下 ○
周溝埋土中で破片が出土、蓋
（105）は詳細不明

方台部
遺物

（副葬・供献）

墳丘盛土 主体部遺構
番号

時期 重複 周溝
内周規模

長軸長 短軸長



規模による散布状況長短軸比

0m 5m 10m 15m
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長
軸
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軸

図 391　墳墓の規模

１群

２群

SZ41

SZ49

方台部

尾根上の墳墓

斜面の墳墓

方台部

図 392  斜面における方台部

　   　構築の模式図
図 393　斜面下方側の掘削（SZ19）
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面
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図 394 墳丘の盛土（I 類） 
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をもつ（属性Ｄ）墳墓は７基あるが、いずれも周溝の屈曲部付近の１個所が切れている。SZ1110)を除

き、いずれも山側の標高が高い部分に陸橋状の切れ目がある共通点がある。ただし、SZ40 の本文（第

３章第４節）で触れたように、周溝の図化に問題がある可能性があり、「陸橋状の切れ目をもつ周溝」

が本古墳群の墳墓の属性の一つとするには課題が残る。この他の特徴として、SZ16 や SZ26 のように

周溝が２段に掘り込まれるなどして、底面に深浅が存在するものがある。中野大洞平遺跡の２号墓は

四隅切れの周溝墓 11)とされているが、上面が完全に削平されていることを考えると、もともとは SZ26

のように周溝の４辺が２段に掘り込まれた周溝であったことも否定できない。こうした事例があるこ

とを踏まえると、今後飛騨地域において同種の遺構を調査する上で、重要な観点になると思われる。 

（２）墳丘の構築と主体部 

今回検出した墳墓の墳丘盛土は、旧表土や基盤層土に由来すると考えられ、周溝掘削により生じた

排土を利用した可能性が高い。主体部は、墳丘盛土が確認できなかったものを除くと、ほとんどが一

次墳丘構築後に掘削している。構築墓坑のような、盛土を構築する過程で埋葬する主体部は確認でき

なかった 12)。一次墳丘がないと判断できるもの（基盤を直接掘削して主体部設置後に盛土）は２基

（SZ27・SZ31）にとどまる。一次墳丘の構築方法は、概ね４種類（I～Ⅳ）に分けることができる。I

類（図 394）は、方台部の周縁に土塁状の盛土を行った上でその内部を充填するもので、周溝を掘削

しつつ方台部内の手近な位置に置き、最後に土塁状の盛土内を整地するという連続した工程を示して

いる可能性がある。分類における I１類と I２類の違いは旧地形の傾斜の違いによると推定され、I２

類には、主体部を設置する面を水平に近付けたり盛土の崩壊を予防したりする意図があると思われる。

I 類の工法は、規模の分類における１類７基の内６基に採用されている他、SZ13 など比較的明瞭な方

形の平面形の墳墓に用いられている。一方Ⅱ類は、１類の SZ24 をはじめ、尾根上に立地する墳墓にの

み採用されている。比較的平坦な尾根上であれば、Ⅱ類の工法でも問題なく構築できたのかもしれな

い。なお、Ⅲ類は、調査時に墳丘を掘り過ぎて判別できなかったものも含むが、比較的低い墳丘をも

つものがほとんどである。 

主体部は、一つの墳墓に対し１基がほとんどで、２基あるものは SZ04・SZ28 のみである。３基以

上主体部があるものは認められない。主体部の長軸方位は、墳墓の長軸方位と直行・並行するものが

多いが、それ以外のものも少なからず存在する。主体部の底面が盛土内に収まるものは、２基主体部

を確認した SZ28 を含めて 10 基あるが、いずれも尾根に近い位置に立地する比較的墳丘が明瞭な墳墓

であり、底面が基盤層まで達しているものが多い。これは当初から、低墳丘で築かれていたものが多

いことを示すと考える。なお主体部の埋土が墳丘盛土と極めて類似性が高いことから調査時の誤認や

図面の不整合が多く、主体部の構造や埋没過程については十分検証できなかった。 

（３）出土遺物（図 395） 

今回検出した墳墓の内、SZ01～SZ11 や SZ41 のように古代の集落跡と重複する墳墓からは古代の土

器類が出土しているが、それ以外にも山上の墳墓群にも古代の土器が持ち込まれている状況を確認し

た。しかし、墳墓自体は古代に大きな改変は受けていないため、墳墓造営当時に土器を使った供献行

為が行われていた場合、その状況をとどめている可能性が高い。このことを踏まえ、以下に墳墓の遺

物出土状況を概観する。 

墳丘及び周溝から弥生時代後期～古墳時代初頭の遺物が出土した墳墓は、51 基中 18 基ある。全体 
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図 395 主な出土土器 
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の半数にも満たないことから、墳墓の詳細な時期決定を困難にしている。これらの遺物の出土状況は、

以下のように分類できる。 

①周溝底面付近で、完形に近い土器がそのまま出土するもの。 

②周溝底面付近で、接合可能な土器片が集積した状態で出土するもの。 

③主体部上面で、土器がまとまって出土するもの。 

④主体部の埋土内で、比較的残存状態のよい土器片が出土するもの。 

⑤墳丘盛土や周溝埋土で、土器片が出土するもの。 

①の出土状況を確認した墳墓は７基ある。現位置を保っていると考えられるが、周溝が若干埋没し

た状況で出土した土器（SZ13-41、SZ32-86）もあり、墳丘から転落した可能性もある。これらの土器

の器種は、高坏・器台・壺といった供膳具である。高坏は SZ13 の 41 のみで、在地と思われる特徴的

な器形をもつ。器台は、SZ24（74）・SZ29（85）・SZ44（99）で出土した。99 は北陸系の月影式期、74

と 85 は東海系で、74 は廻間 I 式期、85 は山中式期まで遡る可能性がある。壺は、SZ38 で月影式期の

台付装飾壺（93）、SZ05 と SZ32 で口縁部が直線的に開き体部下半に最大径をもつ壺（14・86）が出土

した。 

②の出土状況を確認した墳墓は４基で、これらの土器の器種は壺が多いが、SZ24 では甕や鉢といっ

た煮沸具が出土した。完形にならないものがほとんどで、一部が斜面下方へ流出したか、欠損した状

態で遺棄されたと考えられる。SZ13 では月影式期の有段口縁壺（40）が前述の高坏（41）と近接した

位置で出土したが、41 と異なり半身や底部を欠く。SZ24 では前述の器台（74）の西側から、鉢や甕が

まとまって出土した。甕（68）は接合の結果完形となったが、それ以外は複数個体の甕や鉢であった。

68 は美濃山間部に類似する器形があり 13)、その他の鉢や甕も東海系と考えられる。SZ28（79）・SZ49

（104）では、それぞれ壺の一部が出土しておりいずれも底部を欠く。79 は 14・86 と類似する器形で

ある。104 は前述の 93 とは異なり口縁部に段を持たないタイプの台付装飾壺で、月影式期のものと思

われる。 

③の出土状況を確認した墳墓は、SZ16 のみである。ただし、墳丘盛土を確認するための断ち割りト

レンチを掘削した際に一括して取り上げており、出土座標の記録から類推した。有段口縁鉢（51）・高

坏（52）とも北陸系で、法仏式期と考えられる。北陸地方では、法仏式期以降に方形周溝墓や台状墓

の墓坑上面で土器が集積されることが知られており 14)、同様な祭祀行為が行われていた可能性がある。 

④の出土状況を確認した墳墓は、SZ32 のみである。近畿北部地域における「墓壙内破砕土器供献」

との関連も考えられるが、北陸における類例は少ないとされる 15)。88 は脚部を欠くが、月影式期の高

坏と思われる。 

⑤の出土状況は、土器の二次的な移動によるもの  表 79 時期別の出土状況 

が多いと考えられるが、本古墳群は同時代の集落跡 

と重複して立地していないため、近い時期のまった 

く墳墓に関係ない遺物が混入することは考えにくい。 

なお、SZ29 の高坏（84）や SZ49 の台付装飾壺(104) 

は離れた位置の周溝から出土したものが接合してお 

り、意図的に分散して廃棄した可能性もある。 

時期 ① ② ③ ④

弥後 SZ29 － SZ16 －

弥末

SZ05
SZ24
SZ32
SZ38
SZ44

SZ13
SZ24
SZ28

－ SZ32

古初 － － － －
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以上、土器の出土状況を分類して述べたが、土器の所属時期を踏まえると表 79 のようになる。古

墳時代初頭については⑤の出土状況のみであった。①～④を土器の「供献行為」とすれば、これらの

行為が認められる墳墓は 51 基中 11 基であり、墳墓の形状や配置には共通点や他と違った特徴は認め

られない。そのため、今回の調査事例をもって、飛騨地域における土器の供献行為を類型化すること

は困難と考える。今後の資料の増加を待ちたい。なお、副葬と考えられる事例は SZ38 でのみ認められ

た（第３章第４節）。 

３ 造墓の変遷と上切寺尾古墳群の意義（図 396） 

最後に墳墓の配置及び重複状況を踏まえた造墓の変遷と、上切寺尾古墳群の意義について概観する。 

今回の調査においては、墳墓の重複状況を確認した。大半が周溝同士の重複 16)であるが、周溝が方

台部を削り込んで、その形状を変化させる事例が４例認められる（SZ25・SZ27・SZ45・SZ47）。その４

基の共通点は、いずれも周囲の墳墓より古いこと、比較的小規模なこと、墳丘がないか低い点がある。

SZ25 は弥生時代後期後半の SZ29 より古いが、SZ24 の周溝で方台部が削られており、SZ24 の構築にお

いて SZ25 の存在が考慮されていない。また SZ27 は、SZ20 の周溝によって方台部の北東部が削られて

おり、周囲の墳墓の重複状況とは異質な印象を受ける。SZ27 の西側には、尾根上に連続して SZ17・SZ26

が築かれており、やや丸味がある平面形や、SZ26 と SZ27 については規模も類似する。SZ47 は一見周

囲の墳墓と周溝を共有しているように見えるが、SZ39 との重複で方台部が削られている。以上の観点

から、SZ17・SZ26 を含む６基については、周溝を共有しながら連綿と築く墓域という概念が薄い状態

で弥生時代後期後半以前に導入されたと考えられる。ただし、いずれも出土遺物がないため、現段階

で詳細な所属時期は不明である。 

続いて造営されたのは、尾根上に周溝を共有しながら並ぶ SZ12・SZ14～SZ16 の４基と思われる。

前述の６基とは明らかに墳墓の平面形や配置が異なる。地形測量や盛土の状況から、SZ14 は１類の規

模をもつ墳墓の可能性があり、これを起点に連続して築かれた可能性がある。なお、４基の中で最も

新しい SZ16 で法仏式期の土器が出土しており、この一群は弥生時代後期後半以前に位置づけられる。

SZ16 東側の尾根上には、前述した SZ17 を含む３基が存在するが、さらに東側に展開する墳墓群は尾

根と斜面に密集して墳墓が築かれており、発掘区外にも続いている（第３章第３節）。この中で最も古

い SZ14 の所属時期は不明であるが、SZ16 の構築後に SZ17 等を避けた上で、尾根上に連続して築かれ

た可能性が考えられる。また、SZ29 も弥生時代後期後半には築かれていたと思われるが、これより斜

面下方の墳墓は、いずれも傾斜を意識した向きで方向がそろっており、基本的に斜面上方から下方に

向かって造墓が進んだとみられる。しかし、区画を共有するという意識は低く、尾根上の一群より密

集度が低い。斜面に設置するという状況から、構築しやすい場所が選定されていたのかもしれない。

また、SZ19 では尾根に近い位置にあるが廻間Ⅲ式まで降る可能性がある土器片（57）が出土しており、

上方から下方への動きとは別に、空閑地を選地して造墓するようなことも行われていたと考えられる。

この SZ19 周囲には、小型で平面形が不定形の SZ23 や SZ31 があり、これらが墳墓群の最終段階に位置

付けられるのかもしれない。今回の調査では各墳墓の時期決定が難しく、これ以上の分析は困難であ

るが、大きな流れとしては、方形周溝墓の導入→尾根上に連続する造墓と継続→丘陵南斜面への展開

といった動きがあったと考えられる。 

最後に上切寺尾古墳群の生み出された背景について考察する。第２章第２節で述べたとおり、上切 
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図 396 墳墓の配置と造墓の変遷 
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寺尾古墳群周辺では多くの発掘調査が行われている。その中で、当該地域では野内遺跡Ｃ地区のある

後背湿地を生産背景にした集団が断続的に活動していたことが明らかとなっており、弥生時代後期後

半～古墳時代初頭の居住域も確認されている 17)。しかし、野内遺跡の背後にある丘陵では墳墓が確認

されておらず、墓域の解明は一つの課題であった。野内遺跡や赤保木遺跡に住む集団が造墓にかかわ

っていたのは一つの可能性としてあげられる。しかし、高曽洞川の谷を挟んで立地することや、尾根

上に造墓するグループと斜面に造墓するグループが同時に存在したことを考えると、本古墳群周辺に

も同様な集団が存在した可能性もある。今回の調査における日焼遺跡や、西に隣接する随縁寺裏Ｂ地

点遺跡 18)、東に位置する中切上野遺跡 19)の調査でも当該期の集落跡を確認しておらず、候補としては、

野内遺跡Ｂ・Ｃ地区の集落と同様な本古墳群南側の緩斜面があげられる。また、丘陵尾根上から斜面

にかけて密集した墳墓が築かれるようになった背景には、一定範囲が必要となる墳墓を導入した結果、

設置できる場所が不足したことが考えられる。当時川上川に面した低地を生産域として居住が行われ

ていたが、暴れ川として知られる川上川の流路が安定しておらず、居住域も狭い丘陵裾の緩斜面に限

定されていた。この状況が変わるのは、野内遺跡Ａ地区の集落跡 20)や赤保木古墳群が築かれる古墳時

代中期である。そのため、墳墓を築くのに必要な場所がなく、丘陵上をやむを得ず選地した結果と考

えられる。高曽洞川を挟んで東西では丘陵の地質が大きく異なっており、東側が花崗岩を主体とした

比較的緩やかな丘陵であることも墳墓を築くのに好都合であったと考えられる（第２章第１節）。田中

秀明氏は三重県の安濃川流域において、方形周溝墓（平野の墳墓）の数が雲出川流域より少なく方形

台状墓（丘陵上の墳墓）が多いことに言及し、両者に質的な差はないという観点から、「平野部に方形

周溝墓を造るに適した地形があまりなく、周辺に低丘陵が多いという地理的条件から丘陵上に墓地を

求めた」結果としている 21)。また、藤井整氏は、畿内地域では平野部の方形周溝墓と丘陵上の方形台

状墓の設立期においては立地の違いのみで質的な差はないとし、山がちな地形であれば「居住域と生

産域を確保した後に墓域を確保しようとした場合に、墓域は丘陵上に上がることを余儀なくされ」た

ことを推定している 22）。現段階で、SZ16 や SZ29 のような弥生時代後期後半の墳墓は、飛騨地域にお

ける最古の墳墓（方形周溝墓）である。「方形周溝墓」という新しい墓制を地域に受容した際に、立地

や形態を地域の状況に合わせて造墓活動を行ったと推定される。なお、近年の調査で、本古墳群の東

に位置する中切上野古墳群も、上切寺尾古墳群と同時期の墳墓であることが明らかとなった 23)。今後

は、飛騨地域における当時の居住域と墳墓群の関係や、後続する古墳時代前期の墓制を明らかにする

ことが、大きな課題になると思われる。 
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第３節 飛騨地域における古代の土器について 

 

今回の調査で古代の土器として、土師器、須恵器、灰釉陶器が出土している。 

土師器は高坏、壺、鉢、甑、甕、長胴甕が出土している。また、当遺跡では回転糸切痕が残存する

ロクロ成形による土師器碗、皿類を特に「ロクロ土師器」として非ロクロ成形の土師器と区別してい

口瓶、長頸壺、短頸壺、広口壺、小壺、有耳壺、鉄鉢形土器、甕が出土している。灰釉陶器は、碗、

小碗、輪花碗、皿、折縁皿、段皿、壺、長頸壺、瓶類、多口瓶が出土している。 

１ 土師器 

土師器の掲載遺物は 85 点である。内訳は、甕・長胴甕 69 点、把手付甕１点、甑４点、鉢３点、壺

１点、坏１点、碗１点、高坏 1 点、器種不明４点である。遺構種別ごとでは墳墓５点、土坑墓２点、

竪穴建物 69 点、掘立柱建物１点、溝状遺構１点、土坑４点、遺物包含層３点である。 

墳墓からは鉢、高坏、甕・長胴甕が出土している。これらは墳丘直上若しくは周溝埋土から出土し

ている。これらの土師器には須恵器も共伴することから、墳墓に隣接して営まれた竪穴建物の集団に

よって弥生時代終末期から古墳時代初頭の墳墓を使って祭祀が行われていたと考えられる。 

竪穴建物から出土する土師器は、甕類が主体をなす。他に高坏、壺、鉢なども認められる。共伴す

る須恵器は主に坏類と甕である。共伴須恵器の年代観から多くの竪穴建物の時期が７世紀後半から８

世紀前半に比定され、土師器も概ねこの時期に比定できる。このほかに暗文土器が３点出土している。

高坏（SI21、322）、坏（SI37 出土、448）、器種不明（SK186、663）でいずれも８世紀前葉の遺構から

の出土である。土坑墓（ST04）出土の鉢（178）は埋納品ではないが、出土部分以外を意図的に割り取

ったものである。 

２ 須恵器 

壺類 39 点、瓶類 15 点、多口瓶２点、鉢５点、甕 61 点、香炉１点、鉄鉢形土器４点、器台１点、器種

不明４点である。遺構種別ごとでは墳墓 31 点、土坑墓１点、竪穴建物 155 点、掘立柱建物・礎石建物

21 点、溝状遺構４点、土坑 49 点、遺物包含層 30 点である。生産地別では美濃須衛産 106 点、在地産

39 点、猿投窯産 24 点、産地不明 122 点である。 

土師器同様に墳墓から坏、高坏、横瓶、壺、甕などが出土している。墳墓出土須恵器 31 点のうち、

産地が判明したものは７点で、美濃須衛産４点、在地産３点である。竪穴建物から出土する須恵器は

坏類と甕を主体となし、高坏、壺なども認められる。竪穴建物出土須恵器 155 点のうち、産地が判明

したものは 120 点で、美濃須衛産 77 点、在地産 29 点、猿投産 14 点である。また、SB04 周辺からは、

SB04 前身寺院に由来すると考えられる一群の須恵器が出土している。これらについては SB04 周辺遺

物包含層出土の須恵器多口瓶（507）、SI19 出土の特殊器形鉢（304）や香炉（307）、SI14、SI26、SD04、

SK184 出土の鉄鉢形土器（266、394、598、630）、SK485 出土の「大令」墨書有台盤（772）をはじめと

する墨書土器群があげられる。 

３ 灰釉陶器 

灰釉陶器の掲載遺物は 118 点である。内訳は碗類 91 点、皿類 19 点、瓶類２点、壺類３点、多口瓶
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３点である。遺構種別ごとでは墳墓４点、竪穴建物３点、掘立柱建物・礎石建物４点、溝状遺構２点、

土坑 69 点、土器集積 19 点、柱穴１点、遺物包含層 16 点である。生産地別では美濃須衛産 23 点、在

地産５点、東濃産４点、産地不明 86 点である。時期（窯式）別では折戸 10 号窯式併行１点、黒笹 90

号窯式併行１点、折戸 53 号窯式併行３点、折戸 53 号窯式～東山 72 号窯式併行２点、東山 72 号窯式

併行 10 点、時期不明 101 点である。竪穴建物のほとんどは８世紀前葉までしか存在しないため、灰釉

陶器は主に礎石建物 SB04 を中心とする遺構群に関連する遺物と考えられる。 

４ ロクロ土師器 

ロクロ土師器の掲載遺物は 70 点である。碗 47 点、皿 17 点、碗か皿か判然としないもの６点であ

る。遺構種別ごとでは竪穴建物４点、礎石建物３点、溝状遺構２点、土坑 52 点、土器集積６点、遺物

包含層３点である。 

当遺跡で特徴的な遺物であるロクロ土師器について検討する。飛騨地域と隣接する富山県において

は８世紀前葉から11世紀にかけての遺跡でロクロ土師器が出土し、土師器食器の一角をなす1)。一方、

飛騨地域においてはこれまでロクロ土師器の出土例はほとんどなく、飛騨市・上町遺跡で３点のロク

ロ土師器が出土しているのみである 2)。また、食膳具である北陸地方のロクロ土師器と当遺跡のロク

ロ土師器は使用目的が異なると考えられる。この点についてロクロ土師器の分類を行って検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 397 ロクロ土師器の出土位置 
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（１）ロクロ土師器の分類 

当遺跡のロクロ土師器 70 点を器形、胎土などから以下のとおり分類した。 

 Ⅰ類：口径は 9.6ｃｍ～9.7ｃｍと小さく、口径は底径の２倍を超えることはない（493：1.5 倍、711：

1.8 倍）。器高は 2.0ｃｍ～2.1ｃｍである。器壁は厚く、口縁は外反する。出土点数は２点

である。 

  Ⅱ類：口径は 11.4ｃｍ～17.0ｃｍと大きく、底径は 4.4ｃｍ～6.6ｃｍ、口径は底径の２倍を超える

（2.1 倍～2.7 倍）である。器高は 2.1ｃｍ～3.7ｃｍである。体部の器壁は底部付近では比

較的厚いが口縁部付近に向けて薄くなり、口縁はやや外反する。器種は碗か皿である。焼成

はおおむね不良で、胎土は白色である。出土点数は 44 点である。 

Ⅲ類：口径は10.4ｃｍ～14.8ｃｍとⅡ類と比較してやや小さいものが多い、底径は4.4ｃｍ～7.2

ｃｍ、口径は底径の２倍程度（2.1 倍）である。器高は 2.4ｃｍ～3.8ｃｍである。体部の器

壁は全体に厚く、口縁はやや外反する。焼成は土師器としては良好で焼きしまり、胎土は白

色だがやや赤みがかったものもある。観察の結果、土質はⅡ類と同質の土を使用していると

考えられ、Ⅱ類との色調の違いは焼成具合の違いによるものと考えられる。出土数は 18 点

である。 

Ⅳ類：底部に高台がつくものをⅣ類とした。出土点数は６点である。 

① Ⅰ類 

Ⅰ類のロクロ土師器２点は、いずれも器形から北陸から中国地方の山寺で見られる「口が広がる灯

明皿」である 3)。礎石建物 SB04 基壇盛土から出土した 493 は煤が付着し、SB04 の前身寺院に由来す

ると考えられる。自然科学分析の結果、漆の成分も検出したことから、漆を溶く皿として二次利用さ

れた可能性もある。SB04 廃絶時（10 世紀後半）の廃棄土坑 SK239 から出土した 711 は 493 とほぼ同型

の皿で、口縁部の外反は 493 ほど顕著ではない。煤、漆の付着は認められず、未使用のまま廃棄され

た灯明皿である。Ⅰ類のロクロ土師器は２点のみで、使用機会、場所等が限定された灯明皿といえる。

493 は SB04 前身寺院、711 は SB04 廃絶に伴うことから、493 が 711 に先行すると考えられる。 

② Ⅱ類 

Ⅱ類のロクロ土師器は、口縁部へ向けて体部の器壁が薄く作られている。器形は口径、底径、深さ

ともⅢ類と比較すると焼成は不良である。44 点のロクロ土師器が土器集積（SU01）、溝状遺構（SD12）、

土坑（SK183、SK184、SK185、SK200、SK201、SK209、SK262、SK517、SK644）などから出土している。

これらの遺構は礎石建物 SB04 廃絶時に瓦、灰釉陶器、釘など寺院に関わる遺物を廃棄したと考えられ

る。また、Ⅱ類のうち、口縁部から底部まで残存する 17 点及び口縁部のみ残存する 2 点の計 19 点に

はすべて煤の付着が確認できる。このうち 15 点には内面口縁部付近に灯芯の痕跡が確認できる。灯芯

痕跡の形状から、灯芯は紐状（583 など 10 点）若しくは先端を捩った帯状の布片（804 など５点）を

内面体部から口縁部に沿わせたことがわかる。底部のみ残存する 25 点のうち煤の付着は６点で、残る

19 点には煤の付着は確認できないが、全体形がわかるⅡ類が灯明皿であることから煤の付着がない 19

点も灯明皿として使用されたものと考えられる。 

③ Ⅲ類 

Ⅲ類のロクロ土師器は、全体に器壁が厚く作られている。Ⅱ類と比較すると全体に焼成は良好なも 
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表 80 ロクロ土師器観察表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493 皿 SB04基壇盛土 Ⅰ 内外面 ○ 内外面 口縁部外反

反外部縁口Ⅰ932KS碗117

381 碗か SI26 Ⅱ

部底面外内Ⅱ82IS皿か碗314

414 碗か皿 SI28 Ⅱ

415 碗か皿 SI28 Ⅱ

583 皿 SU01 Ⅱ 内外面口縁部 ○

部体面外、部底面内Ⅱ10US皿485

585 皿 SU01 Ⅱ

部底面内Ⅱ21DS碗台無106

625 無台碗 SK183 Ⅱ 内外面口縁部 ○

636 皿 SK184 Ⅱ

637 皿 SK184 Ⅱ 内外面口縁部 ○

着付煤に体全口れ割面外内Ⅱ581KS碗256

着付煤に体全口れ割面外内Ⅱ581KS皿356

675 無台碗 SK200 Ⅱ

着付煤に体全口れ割面外内Ⅱ002KS皿か碗台無676

着付煤に体全口れ割面外内面外内Ⅱ102KS碗976

部底面内Ⅱ102KS碗086

体全部体は面外、みの部縁口は面内面外内Ⅱ902KS碗596

696 碗 SK209 Ⅱ

758 碗 SK262 Ⅱ 内面底部

759 碗 SK262 Ⅱ

760 碗 SK262 Ⅱ 外面体部

793 碗 SK517 Ⅱ

794 碗 SK517 Ⅱ

795 碗 SK517 Ⅱ

796 碗 SK517 Ⅱ

797 碗 SK517 Ⅱ

。るれらえ考と近付部縁口は着付の煤部体面外内Ⅱ715KS碗897

799 碗 SK517 Ⅱ

800 碗 SK517 Ⅱ

性能可のり塗漆 ぶ及に部底面外は漆、漆に体全面外内面外内Ⅱ715KS碗108

802 碗 SK517 Ⅱ 内外面体部 ○

803 碗 SK517 Ⅱ 内外面口縁部 ○

性能可の芯灯の状帯 広幅が跡痕○部体面外内Ⅱ715KS碗408

性能可の芯灯の状帯 広幅が跡痕○部縁口面外内Ⅱ715KS碗508

性能可の芯灯の状帯 広幅が跡痕○部縁口面外内Ⅱ715KS碗608

。るきで認確が跡痕の芯灯○部縁口面外内Ⅱ715KS碗708

。るきで認確が跡痕の芯灯○部縁口面外内Ⅱ715KS碗808

809 碗 SK517 Ⅱ 内外面体部

用使の間期長 着付が煤に体全面外内む含も口れ割部縁口○部体面外内Ⅱ715KS碗018

811 碗 SK517 Ⅱ 内外面口縁部 ○

性能可の芯灯の状帯 広幅が跡痕○部縁口面外内Ⅱ715KS碗218

813 碗 SK517 Ⅱ 内外面体部 ○

性能可の芯灯の状帯 広幅が跡痕○部縁口面外内Ⅱ446KS皿528

部底面内Ⅲ32P-40BS皿094

部底面内Ⅲ土盛壇基40BS皿494

部体面外内Ⅲ281KS碗台無226

631 碗 SK184 Ⅲ

書墨Ⅲ481KS碗236

633 皿 SK184 Ⅲ 内外面 内外面体部底部 割れ口全体に煤付着

着付煤に体全口れ割面外内Ⅲ481KS皿436

635 皿 SK184 Ⅲ

638 皿 SK184 Ⅲ 外面体部 内外面体部底部 割れ口全体に煤付着

639 皿 SK184 Ⅲ

着付煤に体全口れ割面外内Ⅲ581KS皿456

671 無台碗か皿 SK186 Ⅲ

性能可のり塗漆 ぶ及に部底面外は漆面外内Ⅲ902KS碗896

性能可のり塗漆 ぶ及に部底面外は漆部底面外内Ⅲ932KS碗217

性能可のり塗漆 ぶ及に部底面外は漆、漆に体全面外内面外内Ⅲ932KS碗317

714 皿 SK239 Ⅲ

871 碗 包含層 Ⅲ

書墨」大「に面外と面内部底部体面内Ⅲ層含包碗278

か器仏Ⅳ01HE碗015

586 碗 SU01 Ⅳ

587 碗 SU01 Ⅳ

588 碗 SU01 Ⅳ

602 碗 SD12 Ⅳ

れがは台高、跡痕たしば伸を漆で具工状ラヘに面内面外内Ⅳ902KS碗796

灯芯　
痕跡

特記事項
掲載
番号

煤 漆2区土出種器 分類



SB04 建立前 SB04 廃絶後

493 711

804

808

809

810

811
812

813

825

631 633

634

872

510

586 587

588 602

Ⅰ
類

Ⅱ
類

Ⅲ
類

Ⅳ
類
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のが多い。18 点のロクロ土師器が礎石建物（SB04）、土坑（SK182、SK184、SK185、SK186、SK209、

SK239）などから出土している。これらの遺構は礎石建物 SB04 建設時若しくは礎石建物 SB04 廃絶時の

遺構と考えられる。また、Ⅲ類のうち、SK184 と SK185 から出土した４点に煤の付着が確認できるが、

これらは全て割れ口も含んで土器全体に煤の付着が及んでいることから、廃棄後に二次的に被熱した

ものと考えられる。また、９点に漆の付着が認められ、うち３点には漆の付着が底部外面にも及ぶこ

とから、これらは漆を溶いたものではなく、全体に漆が塗られていた可能性もある。なお、一方で９

点は漆の付着が確認できない。Ⅲ類のロクロ土師器は漆の付着したものは漆を溶いたパレットか漆塗

りの供膳具、漆の付着しないものは未使用のパレット又は素焼きの供膳具の可能性がある。 

④ Ⅳ類 

Ⅳ類のロクロ土師器は、灰釉陶器と同様の貼り付け高台をもつ。510 を除く５点が底部のみの出土

で全体形を確認できない。Ⅱ類同様焼成は不良である。６点のロクロ土師器が礎石建物（SB04）周辺

の遺物包含層、土器集積（SU01）、土坑（SK209）から出土している。礎石建物 SB04 廃絶時の遺構等

と考えられる。510 は SB04 周辺の遺物包含層から出土している。同じ範囲から多口瓶（507～509）、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 398 ロクロ土師器分類図 
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螺髪（512）など、SB04 前身寺院に由来・伝世し、SB04 廃絶時に廃棄されたと考えられる遺物が出土

していることから、510 も SB04 廃絶時に廃棄された前身寺院由来の伝世品と思われる。高い高台が付

き、六器（仏具）の可能性がある。高台の付く４点は高台の形状から折戸 53 号窯式（586）と東山 72

号窯式（587、588、602）に比定できる。また、697 は高台部分が剥がれている。内外面に漆が付着し、

体部内面にはヘラ状工具で漆を伸ばした痕跡が確認できる。漆を溶いたパレットとして使用されたと

考えられる。697 以外は煤や漆は付着しない。Ⅳ類の出土数もⅠ類同様非常に少ないことから、使用

機会、場所等が限定されたものと考えられる。 

（２）ロクロ土師器の時期 

 ロクロ土師器の時期を検討する。SB04 礎石（SB04-P23）及び SB04 基壇盛土から出土したロクロ土

師器（Ⅰ類：493、Ⅲ類：490、494）は前身寺院に由来し、SB04 建設時に混入した遺物と考えられる。

また、SB04 包含層出土ロクロ土師器（Ⅲ類：871、872、Ⅳ類：510）は前身寺院由来の伝世品であり、

SB04 建設以前に位置づけられる。これら前身寺院由来のロクロ土師器の時期を明確に比定することは

難しいが、SB04 周辺包含層出土の須恵器多口瓶（507）が８世紀後半に比定されることから、８世紀

後半から 10 世紀後半（SB04 建設時）の間と考えられる。 

 また、上記以外のロクロ土師器は、いずれも SB04 廃絶時に廃棄されたと考えられる遺構から出土し

ている。SB04 周辺では 11 世紀に比定される灰釉陶器の出土がないことから、廃絶は建設と同じ 10世

紀後半で SB04 の建物の存続期間は 50 年以内である。Ⅱ類は全て SB04 廃絶時に廃棄されたと考えられ

ること、Ⅱ類の薄手の器壁をもつ灯明皿として使われた土師器が 50 年以上にわたり伝世したとは考え

にくいことから、Ⅱ類のロクロ土師器は 10 世紀後半に比定できる。 

（３）ロクロ土師器の位置づけ 

上述のとおり、ロクロ土師器は SB04 及びその前身寺院に関わる遺物と考えられる。飛騨地域で類

例がほとんど見られないこと、特にⅠ類とⅡ類は用途が灯明皿に特定できることなどから、ロクロ土

師器は寺院祭祀に伴い、灰釉陶器窯に特注されたものと考えられる。胎土は白く、美濃須衛産の灰釉

陶器の胎土と非常に近いと考えられるが、美濃須衛窯で同種のロクロ土師器がこれまで確認されてい

ない。また、ロクロ土師器を美濃須衛窯から搬入することは須恵器や灰釉陶器と比較して破損のリス

クが多いことから、生産者は在地の灰釉陶器窯を想定したい。飛騨地域での灰釉陶器窯の調査事例が

極めて少ないため断定はできないが、現時点では赤保木８号古窯跡出土の灰釉陶器の胎土が美濃須衛

窯産に近い印象がある。飛騨地域で美濃須衛窯産の灰釉陶器は多数確認されているが、この中には飛

騨在地産の灰釉陶器が含まれる可能性を指摘しておく。 

注 

1)池野正男 2013「越中古代後半の土師器食器」『富山考古学研究』（紀要第 16 号）、公益財団法人富山県文化振

興財団埋蔵文化財調査事務所 

2)上町遺跡では竪穴建物（SI23）から３点のロクロ土師器の皿が出土している。共伴する灰釉陶器から折戸 53

号窯式期（10 世紀前半）に比定できる。 

飛騨市教育委員会 2016『上町遺跡第 28～33・37 次』 

3)久保智康 1999「国府をめぐる山林寺院の展開－越前・加賀の場合－」『国宝と歴史の旅３ 神護寺薬師如来

の世界』朝日新聞社 
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第４節 高山盆地北部丘陵における土地利用の変遷について 

 

当センターでは、これまでに上切寺尾古墳群・日焼遺跡に隣接する赤保木地区から上切地区にかけ

ての発掘調査を行ってきた。本節では、これまでの発掘調査成果をふまえ、当遺跡と周辺の土地利用

の変遷について概観する。 

１ 縄文時代 

当遺跡では、早期の煙道付炉穴２基（SL02・SL03）、中期後葉の竪穴建物２軒（SI31・SI38）、土坑

13 基（早期１、中期４、詳細時期不明８）を検出した（図 399）。煙道付炉穴は、飛騨地域ではウバガ

平遺跡 1)で１基確認されているが、SL03 のように煙道部分が確認されていない遺構である。SL02 は煙

道部も残り、煙道部の底面から円礫が出土している。美濃加茂市冨田清友遺跡 2)の煙道付炉穴のあり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 399 縄文時代の主要遺構 
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方と共通し、飛騨地方では他に例のない遺構といえる。中期後葉の竪穴建物は２軒のみで離れた位置

で確認した。当該地域では赤保木遺跡 3)で中期中葉から後葉の竪穴建物 25 軒が緩斜面に集中し、集落

を形成する。当遺跡では、弥生時代以降、緩傾斜地に遺構が密集するため竪穴建物が消失した可能性

もあるが、縄文土器の出土量が少ないことから、竪穴建物が集中していたことは考えにくい。短期間

の小規模な集落であったと考えられる。 

２ 弥生時代 

当遺跡では、弥生時代後期から古墳時代初頭の墳墓を 51 基検出した。当該地域では、野内遺跡Ｃ

地区 4)にある後背湿地を生産背景にした集団が、断続的に活動していたことが明らかになっており、

野内遺跡Ｂ地区 5)や赤保木遺跡では、弥生時代後期後半～古墳時代初頭の居住域も確認されている。

野内遺跡の背後にある丘陵では同時期の墓域が確認されていないため、野内遺跡や赤保木遺跡に住む

集団が上切寺尾古墳群の造墓に関わっていた可能性がある。現段階では、SZ16 や SZ29 のような弥生

時代後期後半の墳墓は、飛騨地域における最古の墳墓である。当該地域では、弥生時代前期には三枝

城跡 6）の土坑から柴山出村式土器が出土し、中期後半にはウバガ平遺跡で竪穴建物３軒と土坑１基を

確認し、在地の内垣内式土器の他、他地域の栗林式土器や小松式土器、榎田タイプの太型蛤刃石斧が

出土している。今後は、飛騨地域における当時の居住域と墓域の関係や、後続する古墳時代前期の墓

制を明らかにすることが、課題になると思われる。 

３ 古墳時代終末期から奈良時代 

当遺跡では、古墳時代終末期から奈良時代にかけて竪穴建物 35 軒、掘立柱建物３棟を検出した。

図 400 のとおり、竪穴建物や掘立柱建物の多くは傾斜地に平坦面を造成して建てられている。７世紀

後葉の掘立柱建物と竪穴建物では、規模が最も大きい SI18 は建物群の東部に位置し、掘立柱建物や規

模の小さい竪穴建物はその西側や南西側に建てられている。８世紀前葉になると、規模が最も大きい

SI26 は SI18 よりも斜面下方のやや傾斜が緩やかになった場所に位置し、他の竪穴建物はその背後と

なる斜面の平坦面に建てられている。大型竪穴建物が、建物群の奥に位置する時期から、前面に位置

する変化を集落の性格の変化、すなわち宗教的な性格を帯びてきたことと関連させて考えることはで

きないであろうか。その後 10 世紀後半には、SI26 の位置に仏堂と考えられる礎石建物が造られてお

り、この遺跡の性格を示唆する可能性を考えたい。なお、竪穴建物に付属するカマドの位置は、北壁

若しくは東壁に作られるものが多いが、７世紀後葉のものでは北壁と東壁では大きな差がないが、８

世紀前葉になると北壁が多くなる傾向がある。 

当該地域では、野内遺跡Ｂ地区で弥生時代終末期から古墳時代初頭の竪穴建物 12 軒と土坑３基を

確認している。竪穴建物 12 軒は遺構の重複が認められるため、同時期に存在した竪穴建物は２軒程度

であり、小規模な集落跡と考えられる。古墳時代中期になると、野内遺跡Ａ地区 7)の竪穴建物 54 軒を

確認しており、この時期に大規模な集落が形成されたと考えられる。古墳時代後期になると、野内遺

跡Ｂ地区竪穴建物４軒やウバガ平遺跡竪穴建物９軒確認されている。当遺跡の古代の集落は、この後

の時期に営まれたと考えられる。斜面に平坦面を造成して集落を営み、突出した規模の竪穴建物を中

心とした建物群の存在は、有力者の出現した可能性が考えられる。当該地域で窯業生産の開始される

時期であることから、農業などの生業も含め、今後の調査によって当該期の様相を明らかにされるこ

とが期待される。 
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図 400 古代の竪穴建物 
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表 81 周辺の遺跡消長表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

４ 平安時代 

当遺跡では、仏堂と考えられる 10 世紀前半の掘立柱建物（SB09）や 10 世紀後半の礎石建物（SB04）

などを確認した。今回の調査では８世紀後葉の多口瓶や鉄鉢形土器が出土していることから、宗教的

な性格は、８世紀後葉頃には持っていた可能性がある。この時期は野内遺跡Ｂ地区の竪穴建物数が急

増する時期であり、また、９世紀前葉に鉄鍛冶も始められている。野内遺跡は、村落形成が広域に展

開している時期であり、当遺跡の仏堂も在地の有力者が関与し、宗教施設の造営・維持を行ったと思

われる。10 世紀前半になると、仏堂（SB09）が造営され、10 世紀後半には場所を変えて仏堂（SB04）

が造営される。野内遺跡において竪穴建物は 10 世紀後半になると減少し、11 世紀には途絶える。今

回の発掘区で 11 世紀の遺物があまり認められないことから、仏堂はこの頃廃絶されたものと考えられ

る。 
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上切寺尾古墳群Ｄ地点調査前近景（南から）

上切寺尾古墳群・日焼遺跡調査前遠景（南から）

図版１　調査前遠景、近景



上切寺尾古墳群Ａ地点全景（南西から）

上切寺尾古墳群Ａ地点遠景（南西から）

図版２　発掘区遠景（１）、全景（１）



上切寺尾古墳群Ｃ地点全景（南東から）

上切寺尾古墳群Ｂ地点・日焼遺跡Ｃ地点全景（南東から）

図版３　発掘区全景（２）



上切寺尾古墳群Ｄ地点全景（南が上）

上切寺尾古墳群Ｄ地点遠景（南から）

図版４　発掘区遠景（２）、全景（３）



日焼遺跡Ａ地点全景（南西が上）

日焼遺跡Ａ地点遠景（南西から）

図版５　発掘区遠景（３）、全景（４）



日焼遺跡Ａ地点北東側SI39付近（北が上）

日焼遺跡Ａ地点東側（北東が上）

図版６　発掘区近景（１）



日焼遺跡Ｃ地点南部（東が上）

日焼遺跡Ｂ地点全景（北が上）

図版７　発掘区全景（５）、近景（２）



SZ01周溝内土坑１（南東から） SZ01周溝内土坑２（南から）

SZ01主体部（東から） SZ01周溝土層断面（北から）

SZ02東半（東から） SZ02周溝土層断面（東から）

SZ01西半（東から） SZ01東半（南東から）

図版８　SZ01、SZ02



SZ04主体部１（南から） SZ04主体部２（南西から）

SZ04（南から）

SZ03（南から） SZ03周溝土層断面（南から）

図版９　SZ03、SZ04



SZ06主体部（北から） SZ06周溝遺物(16)出土状況（北西から）

SZ05（南西から） SZ05主体部（西から）

SZ06（北から）

図版 10　SZ05、SZ06



SZ13（北から） SZ13主体部（南から）

SZ12（西から） SZ12墳丘土層断面（南西から）

SZ13土層断面（東から） SZ13周溝遺物(40,41)出土状況（東から）

SZ07（南から） SZ07主体部（東から）

図版 11　SZ07、SZ12、SZ13



SZ16（南から） SZ16主体部（南東から）

SZ15（北東から） SZ15主体部（北から）

SZ17（南から） SZ17主体部（南西から）

SZ14（東から） SZ14墳丘土層断面（南東から）

図版 12　SZ14 ～ SZ17



図 13
SZ20（南から） SZ20主体部（南西から）

SZ19（北から） SZ19主体部（西から）

SZ21（南から） SZ21主体部（南から）

SZ18（南から） SZ18墳丘土層断面（東から）

図版 13　SZ18 ～ SZ21



SZ24（北東から） SZ24主体部（北東から）

SZ23（南東から） SZ23（東から）

SZ24周溝遺物出土状況（東から） SZ24周溝遺物(64,65,68,69,71)出土状況（北東から）

SZ22（西から） SZ22主体部（南から）

図版 14　SZ22 ～ SZ24



SZ27（南から） SZ28（東から）

SZ26（東から） SZ26主体部（東から）

SZ28主体部１（東から） SZ28周溝遺物(79)出土状況（北から）

SZ25（北西から） SZ25墳丘土層断面（南東から）

図版 15　SZ25 ～ SZ28



SZ32主体部（東から） SZ31主体部（南から）

SZ30（西から） SZ31（南から）

SZ33（北西から） SZ33主体部（南東から）

SZ29（北から） SZ29主体部（東から）

図版 16　SZ29 ～ SZ33



図 17
SZ35周溝内土坑（北から） SZ35-P01炭化物検出状況（北から）

SZ35（北から） SZ35-P01（北から）

SZ36（西から） SZ36主体部（南東から）

SZ34（北東から） SZ34主体部（南西から）

図版 17　SZ34 ～ SZ36



SZ38主体部遺物(94)出土状況（南から） SZ38周溝遺物(93)出土状況（東から）

SZ38主体部（南から） SZ38周溝土層断面（北から）

SZ38（南西から）

図版 18　SZ38



SZ41（北から） SZ41主体部（北西から）

SZ40（南から） SZ40主体部（南西から）

SZ42（北西から） SZ42主体部（北西から）

SZ37（南から） SZ39（北から）

図版 19　SZ37、SZ39 ～ SZ42



SZ45（南から） SZ46（南から）

SZ44（南から） SZ44周溝内土坑（南から）

SZ47（南から） SZ47主体部土層断面（北から）

SZ43（南から） SZ43主体部（北東から）

図版 20　SZ43 ～ SZ47



図 21
SZ50（西から） SZ50主体部（南から）

SZ49（南から） SZ49周溝土層断面（北から）

SZ51（南から） SZ51主体部（北西から）

SZ48（北から） SZ48主体部（南から）

図版 21　SZ48 ～ SZ51



SI31（西から） SI31-炉土層断面（西から）

SI31床面検出状況（西から） SI31土層断面（南から）

SI31炭化材検出状況（西から）

図版 22　SI31



SI38-P01（西から） SI38-P02（東から）

SI38土層断面（南東から） SI38-炉（南から）

SI38（北西から）

図版 23　SI38



SK371土層断面（南から）SK360（南から）

SK111（西から） SK357（南から）

SL03土層断面（南から） SL03（南西から）

SL02（南から） SL02煙道部（北から）

図版 24　炉穴、土坑（１）



図 25
SK574（西から）

SK410（東から）

SK371（南から） SK410土層断面（東から）

SK444（東から）

ST09（西から）

ST05（南から）

ST06（北から）

図版 25　土坑（２）、土坑墓（１）



SI02（南から）

SI02-カマド遺物(187,188)出土状況（南から）

SI01-カマド（南から）

SI03（南から）

SI03-カマド（東から）

SI05（西から）

SI04（西から）

SI04-カマド（西から）

図版 26　SI01 ～ SI05



SI06（南から）

SI06-カマド（南から）

SI08（南から）

SI07（南から）

SI07-カマド（南から）

図版 27　SI06 ～ SI08



SI09（西から）

SI09-カマド土層断面（西から）

SI08-カマド土層断面（南から）

SI10床面検出状況（南から）

SI10遺物(240)出土状況（北西から）

SI12-カマド（南西から）

SI11（南から）

SI11-カマド（南から）

図版 28　SI08 ～ SI12



図 29
SI12-カマド検出状況（南西から）

SI12（南から）

SI14-カマド完掘状況（南から）

SI13（南から）

SI13-P02土層断面（西から）

図版 29　SI12 ～ SI14



SI14-カマド（南から）

SI14（南から）

SI15完掘状況（南から）

SI15-P09（南から） SI15-P12（東から）

図版 30　SI14・SI15



SI15-カマド（南から）

SI15（南東から）

SI16-P03（南から） SI16-P04（南から）

SI16床面検出状況（南から）

図版 31　SI15・SI16



SI16-カマド（南から）

SI16完掘状況（北から）

SI17-カマド（南から）

SI17床面検出状況（南東から）

SI17完掘状況（南から）

図版 32　SI16・SI17



図 33 SI18-カマド（西から）SI17遺物(286)出土状況（南から）

SI19（西から） SI19-カマド（南西から）

SI21-カマド検出状況（南から）SI20土層断面（東から）

SI20（南から） SI20-カマド（南から）

図版 33　SI17 ～ SI21



SI21-カマド（南から）

SI21（南から）

SI23-カマド（南から）

SI24（南から） SI25-P01礫検出状況（南から）

図版 34　SI21・SI23 ～ SI25



SI25-カマド検出状況（南から）

SI25（北から）

SI27（西から）

SI26（北から）

SI26-カマド（北から）

図版 35　SI25 ～ SI27



SI29-カマド土層断面（南東から）

SI29-P01土層断面（東から）

SI29（南から）

SI29-カマド（南から）

SI29-P03土層断面（東から）

SI30-P02土層断面（南から） SI30-P03土層断面（南から）

SI30-P01土層断面（南から）

図版 36　SI29・SI30



図 37
SI30-壁際溝土層断面（南から）

SI30（北から）

SI33（南から）

SI33-P01（東から） SI33-P02（南から）

図版 37　SI30・SI33



SI35-P01（南から） SI35-P02（南から）

SI34-カマド（南から） SI35（南から）

SI36（南から） SI36-P01（南から）

SI33-P03（南から） SI34（南から）

図版 38　SI33 ～ SI36



SI37-カマド検出状況（南から） SI37-カマド遺物(449)出土状況（南から）

SI36-P02（南から） SI36-P03（東から）

SI37（南から）

図版 39　SI36・SI37



SI37-P05（北から） SI37-P06（南から）

SI37-P03（南から） SI37-P04（南から）

SI37-P07（南から） SI37-P08（南から）

SI37-P01（南から） SI37-P02（南から）

図版 40　SI37



図 41
SI39 焼土痕検出状況（南から） SI39遺物(466)出土状況（南から）

SI39（西から）

SI39-P01（西から） SB01-整地層土層断面（西から）

図版 41　SI39・SB01



SB01-P03土層断面（南から） SB01-P03（南から）

SB01-P01（南から） SB01-P02（南から）

SB01-P04（南から） SB01-P05（東から）

SB02-P01（南から） SB02-P02土層断面（東から）

図版 42　SB01・SB02



SB02-P03土層断面（東から） SB02-P05（南から）

SB02・SB03（南から）

SB03-P01土層断面（南から） SB03-P05（南から）

図版 43　SB02・SB03



SB03-P03土層断面（南から） SB03-P03（南から）

SB03-P02土層断面（南から） SB03-P02（南から）

SB03-P04土層断面（南から） SB03-P04（南から）

SB04-雨落溝（東から）SB04調査前状況（南から）

図版 44　SB03・SB04



図 45
SB04-P01礎石（南から）SK223鏡(492)出土状況（東から）

SB04（北から）

SB04-P02礎石（南から） SB04-P03礎石（南から）

図版 45　SB04・SK223



SB04-P09礎石（南から） SB04-P14礎石（南から）

SB04-P04礎石（南から） SB04-P07礎石（南から）

SB04-P17礎石（南から） SB04-P20礎石（南から）

SB08-P01・P03（西から） SB08-P02（南東から）

図版 46　SB04・SB08



SB07（東から）

SB09-P01（西から） SB09-P02（東から）

SB08-P04（南から） SB08-P06（北から）

図版 47　SB07 ～ SB09



SB09-P03（南から） SB09-P05（南から）

SB09-P06（北から） SB09-P07（西から）

SB09-P10（南から） SB09-P11（北から）

SB09-P08（南から） SB09-P09（南から）

図版 48　SB09



図 49 SB09-P12（南から） SB09-P13（東から）

ST07（南東から） ST08（南東から）

SK182礫検出状況（南から） SK183（南から）

SK009土層断面（東から） SK064遺物出土状況（西から）

図版 49　SB09、土坑墓（２）、土坑（３）



SK185（南から） SK186（南から）

SK194礫検出状況（西から） SK200（南から）

SK658(左)・SK659(右)（南から） SK659遺物(827,828)出土状況（南から）

SK517遺物(793～819)出土状況（南から） SK598（南西から）

図版 50　土坑（４）



図版 51　出土遺物（１）
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図版 52　出土遺物（２）
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図 53
図版 53　出土遺物（３）
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図版 54　出土遺物（４）
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上切寺尾古墳群Ｄ地点出土遺物（縄文土器・土師器）

図版 55　出土遺物（５）
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上切寺尾古墳群Ｄ地点出土遺物（石器・石製品）

図版 56　出土遺物（６）
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図 57
上切寺尾古墳群Ｄ地点出土遺物（弥生土器）

図版 57　出土遺物（７）
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上切寺尾古墳群Ｄ地点出土遺物（須恵器・灰釉陶器）

図版 58　出土遺物（８）
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図版59　出土遺物（９）



図版 60　出土遺物（10）
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図版 61　出土遺物（11）



図版 62　出土遺物（12）
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図版 63　出土遺物（13）
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図版 64　出土遺物（14）
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図 65
図版 65　出土遺物（15）
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図版 66　出土遺物（16）
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図版 67　出土遺物（17）

308

686

272

240

828



図版 68　出土遺物（18）
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図 69
暗文土器・刻書土器（土師器・須恵器）

図版 69　出土遺物（19）
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刻書土器・墨書土器（土師器・須恵器・灰釉陶器）

図版 70　出土遺物（20）
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墨書土器

図版 71　出土遺物（21）
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漆・煤付着土器（ロクロ土師器・灰釉陶器）

図版 72　出土遺物（22）
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図 73
図版 73　出土遺物（23）
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図版 74　出土遺物（24）
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図版 75　出土遺物（25）
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図版 76　出土遺物（26）
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図 77
図版 77　出土遺物（27）
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図版 78　出土遺物（28）
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図版 79　出土遺物（29）
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図版 80　出土遺物（30）
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図 81
図版 81　出土遺物（31）
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図版 82　出土遺物（32）
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図版 83　出土遺物（33）
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図版 84　出土遺物（34）
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図 85
図版 85　出土遺物（35）
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図版 86　出土遺物（36）

492（背面）

492（鏡面）



図版 87　出土遺物（37）
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図版 88　出土遺物（38）
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図 89
図版 89　出土遺物（39）
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図版 90　出土遺物（40）
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