
福島県文化財調査報告書第４０１集

阿武隈川右岸築堤遺跡発掘調査報告 2

高木・北ノ脇遺跡
［第２分冊］

２００２年１１月

福 島 県 教 育 委 員 会
� 福 島 県 文 化 振 興 事 業 団
国土交通省東北地方整備局福島工事事務所



阿武隈川右岸築堤遺跡発掘調査報告 2

たか ぎ きた の わき

高木・北ノ脇遺跡



目 次

［第２分冊］

第２編 北ノ脇遺跡

第１章 遺跡の環境と調査経過………………………………………………………………………３

第１節 調査経過…………………………………………………………………………………………３

第２節 調査と整理の方法………………………………………………………………………………４

第３節 遺構分布と基本土層……………………………………………………………………………６

第２章 遺構と遺物 ……………………………………………………………………………………９

第１節 竪穴住居跡………………………………………………………………………………………９

１号住居跡（９） ２号住居跡（１２） ３号住居跡（１５） ４号住居跡（２３）

５号住居跡（２６） ６号住居跡（２８） ７号住居跡（３２） ８号住居跡（３４）

９号住居跡（３６） １０号住居跡（３８） １１号住居跡（４４） １２号住居跡（４７）

１３号住居跡（４７） １４号住居跡（４９） １５号住居跡（５１） １６号住居跡（５６）

１７号住居跡（６１） １８号住居跡（６５） １９号住居跡（６７） ２０号住居跡（６９）

２１号住居跡（７１） ２２号住居跡（７３） ２３号住居跡（７５） ２４号住居跡（７６）

２５号住居跡（８１） ２６号住居跡（８４） ２７号住居跡（８９） ２８号住居跡（９３）

２９号住居跡（９５） ３０号住居跡（９７） ３１号住居跡（１００） ３２号住居跡（１０２）

３３号住居跡（１０４） ３４号住居跡（１０７） ３５号住居跡（１０９） ３６号住居跡（１１０）

３７号住居跡（１１２） ３８号住居跡（１１６） ３９号住居跡（１１７） ４０号住居跡（１２０）

４１号住居跡（１２１） ４２号住居跡（１２６）

第２節 土 坑 ……………………………………………………………………………………１２７

１号土坑（１２７）

第３節 柱 列 跡 ……………………………………………………………………………………１２９

１・２・３号柱列跡（１２９）

第４節 ピット群 ………………………………………………………………………………………１３０

ピット群（１３４）

第５節 遺構外出土遺物 ………………………………………………………………………………１３６

第３編 考 察

第１章 遺構と遺物について ………………………………………………………………………１７３

第１節 土師器 …………………………………………………………………………………………１７３



第２節 須恵器 …………………………………………………………………………………………１８６

第３節 集落の変遷 ……………………………………………………………………………………１９４

第２章 まとめ …………………………………………………………………………………………２０５

付 編

付編１ 北ノ脇遺跡から出土した木材・炭化材の樹種 ………………………………………２１１

付編２ 高木・北ノ脇遺跡から出土した獣骨の同定 …………………………………………２１５

付編３ 高木・北ノ脇遺跡出土製鉄遺物の分析・調査 ………………………………………２１７

付編４ 山王川原・高木・北ノ脇遺跡出土の須恵器と土師器の蛍光Ｘ線分析…………２３５

挿図・表目次

第２編 北 ノ 脇 遺 跡
［挿 図］
図１ グリッド設定図………………………………………４

図２ 基本土層模式図………………………………………７

図３ 遺構配置図……………………………………………８

図４ １号住居跡……………………………………………１０

図５ １号住居跡出土遺物…………………………………１１

図６ ２号住居跡……………………………………………１３

図７ ２号住居跡出土遺物…………………………………１４

図８ ３号住居跡（１）……………………………………１５

図９ ３号住居跡（２）……………………………………１６

図１０ ３号住居跡カマド……………………………………１７

図１１ ３号住居跡遺物出土状況……………………………１８

図１２ ３号住居跡出土遺物（１）…………………………１９

図１３ ３号住居跡出土遺物（２）…………………………２０

図１４ ３号住居跡出土遺物（３）…………………………２１

図１５ ３号住居跡出土遺物（４）…………………………２２

図１６ ４号住居跡……………………………………………２４

図１７ ４号住居跡出土遺物…………………………………２５

図１８ ５号住居跡・出土遺物………………………………２７

図１９ ６号住居跡……………………………………………２９

図２０ ６号住居跡出土遺物（１）…………………………３０

図２１ ６号住居跡出土遺物（２）…………………………３１

図２２ ７号住居跡……………………………………………３３

図２３ ７号住居跡出土遺物…………………………………３４

図２４ ８号住居跡・出土遺物………………………………３５

図２５ ９号住居跡……………………………………………３６

図２６ ９号住居跡出土遺物…………………………………３７

図２７ １０号住居跡……………………………………………３９

図２８ １０号住居跡カマド……………………………………４０

図２９ １０号住居跡出土遺物（１）…………………………４１

図３０ １０号住居跡出土遺物（２）…………………………４２

図３１ １０号住居跡出土遺物（３）…………………………４３

図３２ １１号住居跡・出土遺物………………………………４５

図３３ １２号住居跡・出土遺物………………………………４６

図３４ １３号住居跡・出土遺物………………………………４８

図３５ １４号住居跡・出土遺物………………………………５０

図３６ １５号住居跡……………………………………………５２

図３７ １５号住居跡遺物出土状況……………………………５３

図３８ １５号住居跡出土遺物（１）…………………………５４

図３９ １５号住居跡出土遺物（２）…………………………５５

図４０ １５号住居跡出土遺物（３）…………………………５６

図４１ １６号住居跡……………………………………………５７

図４２ １６号住居跡カマド……………………………………５８

図４３ １６号住居跡出土遺物（１）…………………………５９

図４４ １６号住居跡出土遺物（２）…………………………６０

図４５ １７号住居跡……………………………………………６２

図４６ １７号住居跡カマド……………………………………６３

図４７ １７号住居跡出土遺物…………………………………６４

図４８ １８号住居跡・出土遺物………………………………６６

図４９ １９号住居跡……………………………………………６８

図５０ １９号住居跡出土遺物…………………………………６９

図５１ ２０号住居跡・出土遺物………………………………７０

図５２ ２１号住居跡・出土遺物………………………………７２

図５３ ２２号住居跡・出土遺物………………………………７４

図５４ ２３号住居跡……………………………………………７５

図５５ ２３号住居跡出土遺物…………………………………７６

図５６ ２４号住居跡……………………………………………７７

図５７ ２４号住居跡カマド……………………………………７８

図５８ ２４号住居跡出土遺物（１）…………………………７９

図５９ ２４号住居跡出土遺物（２）…………………………８０

図６０ ２５号住居跡……………………………………………８２

図６１ ２５号住居跡出土遺物…………………………………８３

図６２ ２６号住居跡……………………………………………８５

図６３ ２６号住居跡カマド……………………………………８６

図６４ ２６号住居跡出土遺物（１）…………………………８７



図６５ ２６号住居跡出土遺物（２）…………………………８８

図６６ ２７号住居跡……………………………………………８９

図６７ ２７号住居跡カマド……………………………………９０

図６８ ２７号住居跡出土遺物（１）…………………………９１

図６９ ２７号住居跡出土遺物（２）…………………………９２

図７０ ２８号住居跡・出土遺物………………………………９４

図７１ ２９号住居跡……………………………………………９６

図７２ ２９号住居跡出土遺物…………………………………９７

図７３ ３０号住居跡……………………………………………９８

図７４ ３０号住居跡カマド・出土遺物………………………９９

図７５ ３１号住居跡・出土遺物 ……………………………１０１

図７６ ３２号住居跡・出土遺物 ……………………………１０３

図７７ ３２号住居跡カマド …………………………………１０４

図７８ ３３号住居跡 …………………………………………１０５

図７９ ３３号住居跡出土遺物 ………………………………１０６

図８０ ３４号住居跡・出土遺物 ……………………………１０８

図８１ ３５号住居跡・出土遺物 ……………………………１０９

図８２ ３６号住居跡・出土遺物 ……………………………１１１

図８３ ３７号住居跡 …………………………………………１１３

図８４ ３７号住居跡出土遺物 ………………………………１１４

図８５ ３８号住居跡 …………………………………………１１５

図８６ ３８号住居跡出土遺物 ………………………………１１６

図８７ ３９号住居跡 …………………………………………１１８

図８８ ３９号住居跡出土遺物 ………………………………１１９

図８９ ４０号住居跡 …………………………………………１２０

図９０ ４１号住居跡 …………………………………………１２２

図９１ ４１号住居跡出土遺物（１） ………………………１２３

図９２ ４１号住居跡出土遺物（２）………………………１２４

図９３ ４１号住居跡出土遺物（３）………………………１２５

図９４ ４２号住居跡・出土遺物……………………………１２６

図９５ １号土坑・出土遺物………………………………１２８

図９６ １・２・３号柱列跡………………………………１２９

図９７ グリッドピット群・出土遺物……………………１３１

図９８ ９・１５号ピット・出土遺物………………………１３４

図９９ ３１号ピット・出土遺物……………………………１３５

図１００ 遺構外出土遺物分布図（１）……………………１３７

図１０１ 遺構外出土遺物分布図（２）……………………１３８

図１０２ 遺構外出土遺物（１）……………………………１４０

図１０３ 遺構外出土遺物（２）……………………………１４１

図１０４ 遺構外出土遺物（３）……………………………１４２

図１０５ 遺構外出土遺物（４）……………………………１４３

図１０６ 遺構外出土遺物（５）……………………………１４４

図１０７ 遺構外出土遺物（６）……………………………１４５

図１０８ 遺構外出土遺物（７）……………………………１４６

図１０９ 遺構外出土遺物（８）……………………………１４７

図１１０ 遺構外出土遺物（９）……………………………１４８

図１１１ 遺構外出土遺物（１０）……………………………１４９

図１１２ 遺構外出土遺物（１１）……………………………１５０

図１１３ 遺構外出土遺物（１２）……………………………１５２

図１１４ 遺構外出土遺物（１３）……………………………１５３

図１１５ 遺構外出土遺物（１４）……………………………１５４

図１１６ 遺構外出土遺物（１５）……………………………１５５

図１１７ 遺構外出土遺物（１６）……………………………１５７

図１１８ 遺構外出土遺物（１７）……………………………１５８

［ 表 ］
表１ グリッドピット一覧（１） ………………………１３２

表２ グリッドピット一覧（２） ………………………１３３

表３ 竪穴住居跡一覧 ……………………………………１６０

表４ 土師器観察表（１） ………………………………１６１

表５ 土師器観察表（２） ………………………………１６２

表６ 土師器観察表（３） ………………………………１６３

表７ 土師器観察表（４） ………………………………１６４

表８ 土師器観察表（５） ………………………………１６５

表９ 土師器観察表（６） ………………………………１６６

表１０ 須恵器観察表（１） ………………………………１６６

表１１ 須恵器観察表（２） ………………………………１６７

表１２ 土製品観察表（１） ………………………………１６８

表１３ 土製品観察表（２） ………………………………１６９

表１４ 石製品観察表 ………………………………………１６９

表１５ 金属製品観察表 ……………………………………１６９

表１６ グリッドピット内出土柱材 ………………………１６９

第３編 考 察
［挿 図］
図１ 土師器杯�～�群 …………………………………１７４
図２ 土師器杯�群 ………………………………………１７５
図３ 土師器杯�～�群 …………………………………１７６
図４ 土師器甕�～�群 …………………………………１７９
図５ 土師器甕�～�群 …………………………………１８０
図６ 土師器甑�～�群 …………………………………１８１
図７ 舞台・太田・大根畑遺跡出土の土師器杯 ………１８３

図８ 須恵器�群（１） …………………………………１８７

図９ 須恵器�群（２） …………………………………１８８

図１０ 須恵器�群 …………………………………………１９１
図１１ 須恵器と土師器の共伴例 …………………………１９３

図１２ 集落変遷図（１） …………………………………１９５

図１３ 集落変遷図（２） …………………………………１９６

図１４ カマド位置 …………………………………………１９７

付編１
［ 表 ］
表１ 木材の樹種同定結果 ………………………………２１１ 表２ ＳＩ３５炭化材の樹種同定結果 ……………………２１２

［写 真］
写真１ 木材 ………………………………………………２１４ 写真２ 炭化材 ……………………………………………２１４



付編２
［挿 図］
図１ 出土獣骨の残存状況 ………………………………２１６

［ 表 ］
表１ 出土骨同定結果 ……………………………………２１６

付編３
［挿 図］
図１ 出土鉄滓の全鉄量－チタニア量分布図 …………２２５

図２ 製錬滓と鍛冶滓の分類 ……………………………２２６

図３ 砂鉄系鍛冶滓と鉱石系製錬滓の分類 ……………２２６

図４ 試料№ＦＢＩ０００００８のＸ線回析 …………………２３３

図５ 試料№ＦＢＩ０００００９のＸ線回析 …………………２３４

［ 表 ］
表１ 調査項目 ……………………………………………２１７

表２ 出土鉄滓類の化学成分分析結果 …………………２２４

表３ 出土鉄塊の化学成分分析結果 ……………………２２４

［写 真］
写真１ 高木・北ノ脇遺跡の鉄滓外観写真 ……………２２８

写真２ 高木遺跡の鉄滓外観写真 ………………………２２９

写真３ 試料№ＦＢＩ０００００１鉄滓の組織写真 …………２３０

写真４ 試料№ＦＢＩ０００００２鉄滓の組織写真 …………２３０

写真５ 試料№ＦＢＩ０００００３鉄滓の組織写真 …………２３０

写真６ 試料№ＦＢＩ０００００４鉄滓の組織写真 …………２３１

写真７ 試料№ＦＢＩ０００００５鉄滓の組織写真 …………２３１

写真８ 試料№ＦＢＩ０００００６鉄滓の組織写真 …………２３１

写真９ 試料№ＦＢＩ０００００７鉄滓の組織写真 …………２３２

写真１０ 試料№ＦＢＩ０００００８鉄滓の組織写真 …………２３２

写真１１ 試料№ＦＢＩ０００００９鉄滓の組織写真 …………２３２

付編４
［挿 図］
図１ 胎土分析試料集成（１） …………………………２４０

図２ 胎土分析試料集成（２） …………………………２４１

図３ 胎土分析試料集成（３） …………………………２４２

図４ 胎土分析試料集成（４） …………………………２４３

図５ 胎土分析試料集成（５） …………………………２４４

図６ 胎土分析試料集成（６） …………………………２４５

図７ 須恵器のクラスター分析 …………………………２４６

図８ 出土須恵器の両分布図 ……………………………２４７

図９ 土師器クラスター分析 ……………………………２４８

図１０ 高木遺跡出土土師器の両分布図 …………………２４８

［ 表 ］
表１ 阿武隈川右岸築堤遺跡出土須恵器分析データ …２３６ 表２ 阿武隈川右岸築堤遺跡出土土師器分析データ …２３９

写 真 目 次

第１編 高 木 遺 跡
１ 調査前遠景（西より） ………………………………２５１

２ 調査前遠景（南より） ………………………………２５１

３ 調査区遠景（西より） ………………………………２５２

４ 調査区遠景（北より） ………………………………２５２

５ 基本土層拡大（南より） ……………………………２５３

６ 基本土層（東より） …………………………………２５３

７ 作業風景 ………………………………………………２５３

８ 基本土層（南東より） ………………………………２５４

９ 基本土層東西拡大（北より） ………………………２５４

１０ １号住居跡（南東より） ……………………………２５５

１１ １号住居跡細部 ………………………………………２５５

１２ ２号住居跡（北東より） ……………………………２５６

１３ ３号住居跡（南東より） ……………………………２５６

１４ ３号住居跡（北東より） ……………………………２５７

１５ ３号住居跡細部 ………………………………………２５７

１６ ４号住居跡（西より） ………………………………２５８

１７ ５号住居跡（南東より） ……………………………２５８

１８ ５号住居跡検出状況（北西より） …………………２５９

１９ ５号住居跡細部 ………………………………………２５９

２０ ６号住居跡検出状況（東より） ……………………２６０

２１ ６号住居跡（東より） ………………………………２６０

２２ ６号住居跡細部 ………………………………………２６１

２３ ６号住居跡細部 ………………………………………２６１

２４ ７号住居跡（南より） ………………………………２６２

２５ ８号住居跡（南西より） ……………………………２６２

２６ ８号住居跡カマド（南西より） ……………………２６３

２７ ８号住居跡細部 ………………………………………２６３

２８ ９号住居跡（北西より） ……………………………２６４

２９ ９号住居跡カマド（南より） ………………………２６４

３０ １０号住居跡（西より） ………………………………２６５

３１ １０号住居跡細部 ………………………………………２６５

３２ １１号住居跡（東より） ………………………………２６６



３３ １１号住居跡検出状況（南より） ……………………２６６

３４ １１号住居跡西半検出状況（南より） ………………２６７

３５ １１号住居跡細部 ………………………………………２６７

３６ １２号住居跡（東より） ………………………………２６８

３７ １２号住居跡細部 ………………………………………２６８

３８ １３号住居跡（南東より） ……………………………２６９

３９ １３号住居跡検出状況（南東より） …………………２６９

４０ １４号住居跡検出状況（南西より） …………………２７０

４１ １５号住居跡カマド検出状況（北西より） …………２７０

４２ １５号住居跡カマド断割状況（北西より） …………２７１

４３ １６号住居跡（南東より） ……………………………２７１

４４ １６号住居跡検出状況（北西より） …………………２７２

４５ １６号住居跡細部 ………………………………………２７２

４６ １６号住居跡カマド遺物出土状況（南東より） ……２７３

４７ １６号住居跡遺物出土状況（南東より） ……………２７３

４８ １７Ａ号住居跡（南東より） …………………………２７４

４９ １７Ａ号住居跡カマド（南東より） …………………２７４

５０ １７Ａ号住居跡検出状況（北西より） ………………２７５

５１ １７Ａ号住居跡細部 ……………………………………２７５

５２ １７Ｂ号住居跡（南東より） …………………………２７６

５３ １７Ｂ号住居跡検出状況（北東より） ………………２７６

５４ １７Ｂ号住居跡（南東より） …………………………２７７

５５ １７Ｂ号住居跡細部 ……………………………………２７７

５６ １８号住居跡（南東より） ……………………………２７８

５７ １８号住居跡カマド（南より） ………………………２７８

５８ １８・１９号住居跡細部 …………………………………２７９

５９ １９号住居跡（南西より） ……………………………２７９

６０ ２０号住居跡（南より） ………………………………２８０

６１ ２０号住居跡細部 ………………………………………２８０

６２ ２２号住居跡（東より） ………………………………２８１

６３ ２２号住居跡細部 ………………………………………２８１

６４ ２３号住居跡（南より） ………………………………２８２

６５ ２３号住居跡カマド（南より） ………………………２８２

６６ ２３号住居跡細部 ………………………………………２８３

６７ ２３号住居跡細部 ………………………………………２８３

６８ ２４号住居跡（東より） ………………………………２８４

６９ ２５号住居跡（西より） ………………………………２８４

７０ ２５号住居跡細部 ………………………………………２８５

７１ ２５号住居跡細部 ………………………………………２８５

７２ ２６号住居跡（南東より） ……………………………２８６

７３ ２６号住居跡検出状況（南東より） …………………２８６

７４ ２６号住居跡（南東より） ……………………………２８７

７５ ２６号住居跡細部 ………………………………………２８７

７６ ２６号住居跡細部 ………………………………………２８８

７７ ２６号住居跡細部 ………………………………………２８８

７８ ２７号住居跡（南西より） ……………………………２８９

７９ ２７号住居跡カマド（南より） ………………………２８９

８０ ２７号住居跡細部 ………………………………………２９０

８１ ２７号住居跡遺物出土状況（北より） ………………２９０

８２ ２８号住居跡（北西より） ……………………………２９１

８３ ３０号住居跡（南東より） ……………………………２９１

８４ ３０号住居跡遺物出土状況（南東より） ……………２９２

８５ ３０号住居跡検出状況（南東より） …………………２９２

８６ ３０号住居跡遺物出土状況（南西より） ……………２９３

８７ ３０号住居跡遺構断面（北東より） …………………２９３

８８ ３１号住居跡（東より） ………………………………２９４

８９ ３１号住居跡細部………………………………………２９４

９０ ３２号住居跡（北東より）……………………………２９５

９１ ３２号住居跡細部………………………………………２９５

９２ ３３号住居跡（東より）………………………………２９６

９３ ３３号住居跡細部………………………………………２９６

９４ ３４号住居跡（東より）………………………………２９７

９５ ３４号住居跡検出状況（東より）……………………２９７

９６ ３４号住居跡細部………………………………………２９８

９７ ３４号住居跡カマド（東より）………………………２９８

９８ ３５号住居跡（東より）………………………………２９９

９９ ３５号住居跡検出状況（東より）……………………２９９

１００ ３５号住居跡細部………………………………………３００

１０１ ３６号住居跡（南より）………………………………３００

１０２ ３６号住居跡細部………………………………………３０１

１０３ ３７号住居跡（南東より）……………………………３０１

１０４ ３７号住居跡細部………………………………………３０２

１０５ ３８号住居跡（南西より）……………………………３０２

１０６ ３８号住居跡検出状況（南西より）…………………３０３

１０７ ３８号住居跡細部………………………………………３０３

１０８ ３９号住居跡（東より）………………………………３０４

１０９ ３９号住居跡検出状況（北より）……………………３０４

１１０ ４０号住居跡（東より）………………………………３０５

１１１ ４０号住居跡検出状況（東より）……………………３０５

１１２ ４０号住居跡カマド（東より）………………………３０６

１１３ ４０号住居跡細部………………………………………３０６

１１４ ４１号住居跡（南より）………………………………３０７

１１５ ４２号住居跡（西より）………………………………３０７

１１６ ４２号住居跡カマド（西より）………………………３０８

１１７ ４２号住居跡細部………………………………………３０８

１１８ ４３号住居跡（南西より）……………………………３０９

１１９ ４３号住居跡検出状況（南西より）…………………３０９

１２０ ４３号住居跡カマド（南より）………………………３１０

１２１ ４３号住居跡細部………………………………………３１０

１２２ ４４号住居跡（南東より）……………………………３１１

１２３ ４４号住居跡検出状況（東より）……………………３１１

１２４ ４４号住居跡カマド（南東より）……………………３１２

１２５ ４４号住居跡細部………………………………………３１２

１２６ ４５号住居跡（南西より）……………………………３１３

１２７ ４５号住居跡遺構断面（南より）……………………３１３

１２８ ４６号住居跡（南西より）……………………………３１４

１２９ ４６号住居跡検出状況（南西より）…………………３１４

１３０ ４６号住居跡細部………………………………………３１５

１３１ ４７号住居跡（東より）………………………………３１５

１３２ ４７号住居跡カマド（東より）………………………３１６

１３３ ４７号住居跡細部………………………………………３１６

１３４ ４８号住居跡（南より）………………………………３１７

１３５ ４８号住居跡細部………………………………………３１７

１３６ ４９号住居跡検出状況（東より）……………………３１８

１３７ ４９号住居跡周辺検出状況（西より）………………３１８

１３８ ４９号住居跡遺構断面（西より）……………………３１９

１３９ ４９号住居跡細部………………………………………３１９

１４０ ５０号住居跡（西より）………………………………３２０

１４１ ５０号住居跡（北より）………………………………３２０

１４２ ５０号住居跡カマド（西より）………………………３２１

１４３ ５０号住居跡細部………………………………………３２１

１４４ ５０号住居跡検出状況（南より）……………………３２２



１４５ ５１号住居跡カマド（南より）………………………３２２

１４６ ５２号住居跡検出状況（南より）……………………３２３

１４７ ５３号住居跡（南東より）……………………………３２３

１４８ ５３号住居跡検出状況（東より）……………………３２４

１４９ ５３号住居跡細部………………………………………３２４

１５０ ５５号住居跡遺構断面（南東より）…………………３２５

１５１ ５６号住居跡カマド（南より）………………………３２５

１５２ ５６号住居跡細部………………………………………３２６

１５３ ５７号住居跡検出状況（東より）……………………３２６

１５４ ５８号住居跡（南東より）……………………………３２７

１５５ ５８・５９号住居跡検出状況（南より）………………３２７

１５６ ５８号住居跡細部………………………………………３２８

１５７ ５９号住居跡細部………………………………………３２８

１５８ ６０号住居跡（南西より）……………………………３２９

１５９ ６０号住居跡（南西より）……………………………３２９

１６０ ６０号住居跡検出状況（北東より）…………………３３０

１６１ ６０号住居跡細部………………………………………３３０

１６２ ６０号住居跡カマド（南西より）……………………３３１

１６３ ６０号住居跡細部………………………………………３３１

１６４ ６０号住居跡細部………………………………………３３２

１６５ ６０号住居跡細部………………………………………３３２

１６６ ６１号住居跡（南東より）……………………………３３３

１６７ ６２号住居跡（南より）………………………………３３３

１６８ ６２号住居跡（西より）………………………………３３４

１６９ ６２号住居跡細部………………………………………３３４

１７０ ６３号住居跡（西より）………………………………３３５

１７１ ６３号住居跡検出状況（西より）……………………３３５

１７２ ６４号住居跡（南西より）……………………………３３６

１７３ ６４号住居跡検出状況（南西より）…………………３３６

１７４ ６４号住居跡細部………………………………………３３７

１７５ ６５号住居跡焼土範囲（東より）……………………３３７

１７６ ６５号住居跡細部………………………………………３３８

１７７ ６６号住居跡（南より）………………………………３３８

１７８ ６６号住居跡（南より）………………………………３３９

１７９ ６６号住居跡細部………………………………………３３９

１８０ ６６号住居跡細部………………………………………３４０

１８１ ６６号住居跡細部………………………………………３４０

１８２ ６８号住居跡検出状況（南より）……………………３４１

１８３ ６８号住居跡細部………………………………………３４１

１８４ ６９号住居跡（北西より）……………………………３４２

１８５ ６９号住居跡検出状況（南より）……………………３４２

１８６ ７０号住居跡（東より）………………………………３４３

１８７ ７０号住居跡細部………………………………………３４３

１８８ ７１号住居跡検出状況（西より）……………………３４４

１８９ ７２号住居跡カマド断割状況（北東より）…………３４４

１９０ ７３号住居跡（北東より）……………………………３４５

１９１ ７４号住居跡（北より）………………………………３４５

１９２ ７５号住居跡（南東より）……………………………３４６

１９３ ７５号住居跡検出状況（南西より）…………………３４６

１９４ ７５号住居跡細部………………………………………３４７

１９５ ７５号住居跡細部………………………………………３４７

１９６ ７６号住居跡（南東より）……………………………３４８

１９７ ７６号住居跡細部………………………………………３４８

１９８ ７７号住居跡（南より）………………………………３４９

１９９ ７７号住居跡細部………………………………………３４９

２００ ７８号住居跡（東より）………………………………３５０

２０１ ７８号住居跡細部………………………………………３５０

２０２ ７９号住居跡（南より）………………………………３５１

２０３ ７９号住居跡細部………………………………………３５１

２０４ ８０号住居跡遺物出土状況（北西より）……………３５２

２０５ ８０号住居跡遺物出土状況（北東より）……………３５２

２０６ ８０号住居跡細部………………………………………３５３

２０７ ８１号住居跡（東より）………………………………３５３

２０８ ８１号住居跡細部………………………………………３５４

２０９ ８１号住居跡細部………………………………………３５４

２１０ ８２号住居跡（東より）………………………………３５５

２１１ ８２号住居跡遺物出土状況（東より）………………３５５

２１２ ８２号住居跡細部………………………………………３５６

２１３ ８２号住居跡遺物出土状況（南東より）……………３５６

２１４ ８３号住居跡（南東より）……………………………３５７

２１５ ８３号住居跡細部………………………………………３５７

２１６ ８４号住居跡（南東より）……………………………３５８

２１７ ８４号住居跡細部………………………………………３５８

２１８ ８５号住居跡（東より）………………………………３５９

２１９ ８５号住居跡細部………………………………………３５９

２２０ ８６号住居跡（東より）………………………………３６０

２２１ ８６号住居跡細部………………………………………３６０

２２２ ８７号住居跡（東より）………………………………３６１

２２３ ８７号住居跡細部………………………………………３６１

２２４ ８７号住居跡細部………………………………………３６２

２２５ ８８号住居跡（南東より）……………………………３６２

２２６ ８８号住居跡細部………………………………………３６３

２２７ ８９号住居跡（南西より）……………………………３６３

２２８ ８９号住居跡細部………………………………………３６４

２２９ ９０号住居跡（北東より）……………………………３６４

２３０ ９０号住居跡細部………………………………………３６５

２３１ ９１号住居跡検出状況（南より）……………………３６５

２３２ ９１号住居跡細部………………………………………３６６

２３３ ９２号住居跡カマド（北より）………………………３６６

２３４ ９３号住居跡（南西より）……………………………３６７

２３５ ９３号住居跡細部………………………………………３６７

２３６ ９４号住居跡（南より）………………………………３６８

２３７ ９４号住居跡細部………………………………………３６８

２３８ ９４号住居跡カマド（南より）………………………３６９

２３９ ９５号住居跡（南東より）……………………………３６９

２４０ ９５号住居跡検出状況（南東より）…………………３７０

２４１ ９５号住居跡細部………………………………………３７０

２４２ ９６号住居跡（南より）………………………………３７１

２４３ ９６号住居跡細部………………………………………３７１

２４４ ９７号住居跡（南東より）……………………………３７２

２４５ ９７号住居跡細部………………………………………３７２

２４６ ９７号住居跡細部………………………………………３７３

２４７ ９８号住居跡（南東より）……………………………３７３

２４８ ９８号住居跡カマド（南東より）……………………３７４

２４９ ９８号住居跡カマド遺物出土状況（南東より）……３７４

２５０ ９８号住居跡細部………………………………………３７５

２５１ ９８号住居跡細部………………………………………３７５

２５２ ９９号住居跡（東より）………………………………３７６

２５３ ９９号住居跡細部………………………………………３７６

２５４ １００号住居跡（北より） ……………………………３７７

２５５ １００号住居跡細部 ……………………………………３７７

２５６ １０１号住居跡（南東より） …………………………３７８



２５７ １０１号住居跡細部 ……………………………………３７８

２５８ １０２号住居跡（北より） ……………………………３７９

２５９ １０２号住居跡細部 ……………………………………３７９

２６０ １０２号住居跡カマド前遺物出土状況（北より） …３８０

２６１ １０２号住居跡細部 ……………………………………３８０

２６２ １０３号住居跡（南より） ……………………………３８１

２６３ １０３号住居跡検出状況（東より） …………………３８１

２６４ １０３号住居跡カマド（南より） ……………………３８２

２６５ １０３号住居跡細部 ……………………………………３８２

２６６ １０３号住居跡細部 ……………………………………３８３

２６７ １０３号住居跡細部 ……………………………………３８３

２６８ １０４号住居跡（南東より） …………………………３８４

２６９ １０４号住居跡細部 ……………………………………３８４

２７０ １０５号住居跡（南東より） …………………………３８５

２７１ １０６号住居跡（南より） ……………………………３８５

２７２ １０６号住居跡カマド（南より） ……………………３８６

２７３ １０６号住居跡細部 ……………………………………３８６

２７４ １０７号住居跡検出状況（南東より） ………………３８７

２７５ １０８号住居跡（南東より） …………………………３８７

２７６ １０８号住居跡カマド（南東より） …………………３８８

２７７ １０８号住居跡細部 ……………………………………３８８

２７８ １０９号住居跡（東より） ……………………………３８９

２７９ １０９号住居跡細部 ……………………………………３８９

２８０ １０９号住居跡カマド遺物出土状況（東より） ……３９０

２８１ １０９号住居跡細部 ……………………………………３９０

２８２ １１０号住居跡（南西より） …………………………３９１

２８３ １１０号住居跡細部 ……………………………………３９１

２８４ １１１号住居跡（南東より） …………………………３９２

２８５ １１１号住居跡検出状況（南東より） ………………３９２

２８６ １１１号住居跡細部 ……………………………………３９３

２８７ １１２号住居跡（西より） ……………………………３９３

２８８ １１２号住居跡検出状況（西より） …………………３９４

２８９ １１２号住居跡細部 ……………………………………３９４

２９０ １１３号住居跡（東より） ……………………………３９５

２９１ １１３号住居跡検出状況（北より） …………………３９５

２９２ １１４号住居跡（南東より） …………………………３９６

２９３ １１４号住居跡細部 ……………………………………３９６

２９４ １１８号住居跡（南西より） …………………………３９７

２９５ １１８号住居跡細部 ……………………………………３９７

２９６ １１９号住居跡（東より） ……………………………３９８

２９７ １１９号住居跡細部 ……………………………………３９８

２９８ １２０号住居跡（南東より） …………………………３９９

２９９ １２０号住居跡検出状況（南東より） ………………３９９

３００ １２０号住居跡遺物出土状況（南より） ……………４００

３０１ １２０号住居跡細部 ……………………………………４００

３０２ １２１号住居跡（南より） ……………………………４０１

３０３ １２１号住居跡細部 ……………………………………４０１

３０４ １２２号住居跡検出状況（東より） …………………４０２

３０５ １２２号住居跡細部 ……………………………………４０２

３０６ １２３号住居跡（西より） ……………………………４０３

３０７ １２３号住居跡検出状況（南東より） ………………４０３

３０８ １２４号住居跡（北西より） …………………………４０４

３０９ １２４号住居跡遺構断面（南西より） ………………４０４

３１０ １２５号住居跡（南東より） …………………………４０５

３１１ １２５号住居跡細部 ……………………………………４０５

３１２ １２６号住居跡（南西より） …………………………４０６

３１３ １２６号住居跡遺構断面（南より） …………………４０６

３１４ １２７号住居跡（南より） ……………………………４０７

３１５ １２７号住居跡遺構断面（北より） …………………４０７

３１６ １２８号住居跡（西より） ……………………………４０８

３１７ １２９号住居跡（東より） ……………………………４０８

３１８ １２９号住居跡遺物出土状況（西より） ……………４０９

３１９ １３０号住居跡（西より） ……………………………４０９

３２０ １３１号住居跡（東より） ……………………………４１０

３２１ １３１号住居跡カマド断割状況（東より） …………４１０

３２２ １３４号住居跡（東より） ……………………………４１１

３２３ １３４号住居跡検出状況（西より） …………………４１１

３２４ １３５号住居跡（南より） ……………………………４１２

３２５ １３５号住居跡遺構断面（南より） …………………４１２

３２６ １３６・１４６号住居跡（東より）………………………４１３

３２７ １３６号住居跡細部 ……………………………………４１３

３２８ １３７号住居跡検出状況（南東より） ………………４１４

３２９ １３７号住居跡細部 ……………………………………４１４

３３０ １３７号住居跡（南東より） …………………………４１５

３３１ １３７号住居跡カマド（南東より） …………………４１５

３３２ １３８号住居跡（南東より） …………………………４１６

３３３ １３８号住居跡検出状況（南東より） ………………４１６

３３４ １３８号住居跡カマド（南東より） …………………４１７

３３５ １３８号住居跡細部 ……………………………………４１７

３３６ １３８号住居跡カマド前礫出土状況（南東より） …４１８

３３７ １３８号住居跡掘形（南東より） ……………………４１８

３３８ １３９号住居跡（南東より） …………………………４１９

３３９ １３９号住居跡検出状況（南東より） ………………４１９

３４０ １４０号住居跡（南より） ……………………………４２０

３４１ １４１号住居跡（北西より） …………………………４２０

３４２ １４２号住居跡（北より） ……………………………４２１

３４３ １４２号住居跡検出状況（北より） …………………４２１

３４４ １４２号住居跡カマド（北より） ……………………４２２

３４５ １４２号住居跡カマド（北より） ……………………４２２

３４６ １４２号住居跡カマド断割状況（北より） …………４２３

３４７ １４２号住居跡細部 ……………………………………４２３

３４８ １４２号住居跡細部 ……………………………………４２４

３４９ １４２号住居跡細部 ……………………………………４２４

３５０ １４３号住居跡（南東より） …………………………４２５

３５１ １４３号住居跡検出状況（南東より） ………………４２５

３５２ １４３号住居跡作業風景（南東より） ………………４２６

３５３ １４３号住居跡細部 ……………………………………４２６

３５４ １４３号住居跡カマド（南東より） …………………４２７

３５５ １４３号住居跡細部 ……………………………………４２７

３５６ １４４号住居跡（南東より） …………………………４２８

３５７ １４４号住居跡遺物出土状況（南東より） …………４２８

３５８ １４４号住居跡カマド（南東より） …………………４２９

３５９ １４４号住居跡細部 ……………………………………４２９

３６０ １４４号住居跡細部 ……………………………………４３０

３６１ １４４号住居跡遺物出土状況（南東より） …………４３０

３６２ １４５号住居跡（南東より） …………………………４３１

３６３ １４５号住居跡細部 ……………………………………４３１

３６４ １４７号住居跡（南より） ……………………………４３２

３６５ １４７号住居跡細部 ……………………………………４３２

３６６ １４８号住居跡（南より） ……………………………４３３

３６７ １４８号住居跡カマド（南東より） …………………４３３

３６８ １４８号住居跡細部 ……………………………………４３４



３６９ １４９号住居跡（南西より） …………………………４３４

３７０ １５１号住居跡（南東より） …………………………４３５

３７１ １５１号住居跡細部 ……………………………………４３５

３７２ １５３号住居跡（南東より） …………………………４３６

３７３ １５３号住居跡細部 ……………………………………４３６

３７４ １５４号住居跡（東より） ……………………………４３７

３７５ １５４号住居跡検出状況（東より） …………………４３７

３７６ １５５号住居跡（南西より） …………………………４３８

３７７ １５６号住居跡（北東より） …………………………４３８

３７８ １５７号住居跡（南より） ……………………………４３９

３７９ １５７号住居跡細部 ……………………………………４３９

３８０ １５７号住居跡カマド（南より） ……………………４４０

３８１ １５８号住居跡（東より） ……………………………４４０

３８２ １５８号住居跡細部 ……………………………………４４１

３８３ １５９号住居跡（南東より） …………………………４４１

３８４ １５９号住居跡カマド（南東より） …………………４４２

３８５ １５９号住居跡細部 ……………………………………４４２

３８６ １６０号住居跡（南西より） …………………………４４３

３８７ １６０号住居跡細部 ……………………………………４４３

３８８ １６１号住居跡（東より） ……………………………４４４

３８９ １６１号住居跡（北より） ……………………………４４４

３９０ １６１号住居跡細部 ……………………………………４４５

３９１ １６１号住居跡細部 ……………………………………４４５

３９２ １６２号住居跡（北東より） …………………………４４６

３９３ １６２号住居跡細部 ……………………………………４４６

３９４ １６４号住居跡（東より） ……………………………４４７

３９５ １６４号住居跡細部 ……………………………………４４７

３９６ １６５号住居跡（南東より） …………………………４４８

３９７ １６５号住居跡遺構断面（南西より） ………………４４８

３９８ １６６号住居跡（南東より） …………………………４４９

３９９ １６７号住居跡検出状況（東より） …………………４４９

４００ １６９号住居跡（東より） ……………………………４５０

４０１ １６９号住居跡周辺検出状況（西より） ……………４５０

４０２ １６９号住居跡細部 ……………………………………４５１

４０３ １６９号住居跡細部 ……………………………………４５１

４０４ １７０号住居跡検出状況（南東より） ………………４５２

４０５ １７０号住居跡細部 ……………………………………４５２

４０６ １７３号住居跡（北西より） …………………………４５３

４０７ １７３号住居跡細部 ……………………………………４５３

４０８ １７４号住居跡（南東より） …………………………４５４

４０９ １７４号住居跡遺構断面（南東より） ………………４５４

４１０ １７８号住居跡（南より） ……………………………４５５

４１１ １７８号住居跡細部 ……………………………………４５５

４１２ １８０号住居跡（東より） ……………………………４５６

４１３ １８０号住居跡検出状況（東より） …………………４５６

４１４ １８１号住居跡（南東より） …………………………４５７

４１５ １８１号住居跡検出状況（南東より） ………………４５７

４１６ １８５号住居跡（東より） ……………………………４５８

４１７ １８７号住居跡（東より） ……………………………４５８

４１８ １９１号住居跡（北西より） …………………………４５９

４１９ １９１号住居跡細部 ……………………………………４５９

４２０ １９２号住居跡検出状況（南東より） ………………４６０

４２１ １９２号住居跡遺構断面（北西より） ………………４６０

４２２ １９３号住居跡（西より） ……………………………４６１

４２３ １９３号住居跡遺構断面（北西より） ………………４６１

４２４ １９４号住居跡（北西より） …………………………４６２

４２５ １９４号住居跡検出状況（南西より） ………………４６２

４２６ １９５号住居跡遺構断面（北より） …………………４６３

４２７ １９５号住居跡遺構断面拡大（北より） ……………４６３

４２８ １９６号住居跡（東より） ……………………………４６４

４２９ １９６号住居跡細部 ……………………………………４６４

４３０ １９９号住居跡（東より） ……………………………４６５

４３１ １９９号住居跡細部 ……………………………………４６５

４３２ ２００号住居跡（東より） ……………………………４６６

４３３ ２００号住居跡検出状況（東より） …………………４６６

４３４ ２１４号住居跡（南東より） …………………………４６７

４３５ ２１４号住居跡細部 ……………………………………４６７

４３６ １～３号土坑…………………………………………４６８

４３７ ４・５号土坑…………………………………………４６８

４３８ ５～７号土坑（東より）……………………………４６９

４３９ ５～７号土坑検出状況（北東より）………………４６９

４４０ ６～８号土坑…………………………………………４７０

４４１ ８・９・１２号土坑……………………………………４７０

４４２ １３・１４号土坑…………………………………………４７１

４４３ １５・１６号土坑…………………………………………４７１

４４４ １７号土坑細部…………………………………………４７２

４４５ １８・１９号土坑…………………………………………４７２

４４６ ２１・２２号土坑…………………………………………４７３

４４７ ２３・２４号土坑…………………………………………４７３
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４４９ ３０・３１号土坑…………………………………………４７４

４５０ ３２・３５号土坑…………………………………………４７５
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４５３ ５７・５８号土坑…………………………………………４７６

４５４ １号溝跡検出状況（南東より）……………………４７７

４５５ １号溝跡細部…………………………………………４７７

４５６ １号溝跡（南東より）………………………………４７８

４５７ １・５号溝跡検出状況（南東より）………………４７８

４５８ １号溝跡細部…………………………………………４７９

４５９ １号溝跡細部…………………………………………４７９

４６０ １号溝跡・６号特殊遺構（西より）………………４８０

４６１ａ．６号特殊遺構断面（北東より） …………………４８０

ｂ．１号溝跡銅釧出土状況（西より） ………………４８０
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４６５ ２号溝跡遺物出土状況（東より）…………………４８３

４６６ ２号溝跡Ａ群遺構断面（北東より）………………４８４

４６７ ２号溝跡細部…………………………………………４８４
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４６９ ２号溝跡Ｅ・Ｆ群（北東より）……………………４８５

４７０ ２号溝跡Ｅ群（北東より）…………………………４８６

４７１ ２号溝跡Ｆ群（北東より）…………………………４８６

４７２ ２号溝跡Ｅ・Ｆ群断割状況（北西より）…………４８７

４７３ ２号溝跡細部…………………………………………４８７

４７４ ４号溝跡（南西より）………………………………４８８

４７５ ４号溝跡細部…………………………………………４８８

４７６ ５号溝跡検出状況（南東より）……………………４８９

４７７ ５号溝跡細部…………………………………………４８９



４７８ １～３号焼土遺構……………………………………４９０

４７９ ３号焼土遺構細部……………………………………４９０

４８０ １号特殊遺構細部……………………………………４９０

４８１ １号特殊遺構細部……………………………………４９１

４８２ ２号特殊遺構（南西より）…………………………４９１

４８３ ３号特殊遺構（北東より）…………………………４９２

４８４ ３・５・７号特殊遺構………………………………４９２

４８５ １号遺物包含層遠景（南東より）…………………４９３

４８６ １号遺物包含層（南より）…………………………４９３

４８７ １号遺物包含層遠景（北東より）…………………４９４

４８８ １号遺物包含層遠景（南東より）…………………４９４

４８９ １号遺物包含層拡大（東より）……………………４９５

４９０ １号遺物包含層細部…………………………………４９５

４９１ １号遺物包含層拡大（東より）……………………４９６

４９２ １号遺物包含層拡大（東より）……………………４９６
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４９４ １号住居跡出土遺物…………………………………４９７

４９５ １号住居跡出土遺物…………………………………４９８

４９６ １号住居跡出土遺物…………………………………４９９

４９７ ２～４号住居跡出土遺物……………………………５００

４９８ ４・５号住居跡出土遺物……………………………５０１

４９９ ５・６号住居跡出土遺物……………………………５０２

５００ ６～８号住居跡出土遺物……………………………５０３

５０１ ９・１０号住居跡出土遺物……………………………５０４

５０２ １１号住居跡出土遺物…………………………………５０５

５０３ １１・１２号住居跡出土遺物……………………………５０６

５０４ １２～１５号住居跡出土遺物……………………………５０７

５０５ １５号住居跡出土遺物…………………………………５０８

５０６ １６号住居跡出土遺物…………………………………５０９

５０７ １６号住居跡出土遺物…………………………………５１０

５０８ １６号住居跡出土遺物…………………………………５１１

５０９ １６・１７Ａ号住居跡出土遺物…………………………５１２

５１０ １７Ａ・１７Ｂ・１８号住居跡出土遺物…………………５１３

５１１ １８～２０・２３号住居跡出土遺物………………………５１４

５１２ ２３・２４号住居跡出土遺物……………………………５１５

５１３ ２４～２６号住居跡出土遺物……………………………５１６

５１４ ２６・２７号住居跡出土遺物……………………………５１７

５１５ ２７号住居跡出土遺物…………………………………５１８

５１６ ２７号住居跡出土遺物…………………………………５１９

５１７ ２７・２８・３０号住居跡出土遺物………………………５２０

５１８ ３０号住居跡出土遺物…………………………………５２１

５１９ ３０号住居跡出土遺物…………………………………５２２

５２０ ３１号住居跡出土遺物…………………………………５２３

５２１ ３１・３２・３４号住居跡出土遺物………………………５２４

５２２ ３４・３６号住居跡出土遺物……………………………５２５

５２３ ３６号住居跡出土遺物…………………………………５２６

５２４ ３６号住居跡出土遺物…………………………………５２７

５２５ ３６～３８号住居跡出土遺物……………………………５２８

５２６ ４０号住居跡出土遺物…………………………………５２９

５２７ ４２・４３号住居跡出土遺物……………………………５３０

５２８ ４３号住居跡出土遺物…………………………………５３１

５２９ ４４号住居跡出土遺物…………………………………５３２

５３０ ４４～４６号住居跡出土遺物……………………………５３３

５３１ ４７・４８号住居跡出土遺物……………………………５３４

５３２ ４８号住居跡出土遺物…………………………………５３５

５３３ ４８・４９号住居跡出土遺物……………………………５３６

５３４ ４９号住居跡出土遺物…………………………………５３７

５３５ ４９号住居跡出土遺物…………………………………５３８

５３６ ４９～５２号住居跡出土遺物……………………………５３９

５３７ ５４・５５・５８・５９号住居跡出土遺物…………………５４０

５３８ ６０号住居跡出土遺物…………………………………５４１

５３９ ６０号住居跡出土遺物…………………………………５４２

５４０ ６０～６４号住居跡出土遺物……………………………５４３

５４１ ６４・６５号住居跡出土遺物……………………………５４４

５４２ ６４～６６号住居跡出土遺物……………………………５４５

５４３ ６６号住居跡出土遺物…………………………………５４６

５４４ ６６・７０・７１・７３号住居跡出土遺物…………………５４７

５４５ ７３・７５号住居跡出土遺物……………………………５４８

５４６ ７５号住居跡出土遺物…………………………………５４９

５４７ ７５～７７・７９号住居跡出土遺物………………………５５０

５４８ ７７・８０号住居跡出土遺物……………………………５５１

５４９ ８０号住居跡出土遺物…………………………………５５２

５５０ ８０号住居跡出土遺物…………………………………５５３

５５１ ８０号住居跡出土遺物…………………………………５５４

５５２ ８０・８１号住居跡出土遺物……………………………５５５

５５３ ８１号住居跡出土遺物…………………………………５５６

５５４ ８１・８２号住居跡出土遺物……………………………５５７

５５５ ８２号住居跡出土遺物…………………………………５５８

５５６ ８２・８３号住居跡出土遺物……………………………５５９

５５７ ８４・８５号住居跡出土遺物……………………………５６０

５５８ ８５・８７・８８号住居跡出土遺物………………………５６１

５５９ ８７・８８号住居跡出土遺物……………………………５６２

５６０ ８８号住居跡出土遺物…………………………………５６３

５６１ ８８・８９号住居跡出土遺物……………………………５６４

５６２ ８８・９０号住居跡出土遺物……………………………５６５

５６３ ９１号住居跡出土遺物…………………………………５６６

５６４ ９１～９４号住居跡出土遺物……………………………５６７

５６５ ９２・９４号住居跡出土遺物……………………………５６８

５６６ ９４号住居跡出土遺物…………………………………５６９

５６７ ９４・９５号住居跡出土遺物……………………………５７０

５６８ ９４・９７・９８号住居跡出土遺物………………………５７１

５６９ ９８号住居跡出土遺物…………………………………５７２

５７０ ９８号住居跡出土遺物…………………………………５７３

５７１ ９８～１００号住居跡出土遺物 …………………………５７４

５７２ １００号住居跡出土遺物 ………………………………５７５

５７３ １００・１０１号住居跡出土遺物…………………………５７６

５７４ １０１・１０２号住居跡出土遺物…………………………５７７

５７５ １０２号住居跡出土遺物 ………………………………５７８

５７６ １０２・１０３号住居跡出土遺物…………………………５７９

５７７ １０３号住居跡出土遺物 ………………………………５８０

５７８ １０３・１０４号住居跡出土遺物…………………………５８１

５７９ １０５・１０６号住居跡出土遺物…………………………５８２

５８０ １０６号住居跡出土遺物 ………………………………５８３

５８１ １０７・１０８号住居跡出土遺物…………………………５８４

５８２ １０７・１０８号住居跡出土遺物…………………………５８５

５８３ １０８号住居跡出土遺物 ………………………………５８６

５８４ １０８・１０９号住居跡出土遺物…………………………５８７

５８５ １０９・１１０号住居跡出土遺物…………………………５８８

５８６ １１０・１１１号住居跡出土遺物…………………………５８９

５８７ １１０～１１２号住居跡出土遺物…………………………５９０

５８８ １１２・１１４・１１８号住居跡出土遺物 …………………５９１

５８９ １１８号住居跡出土遺物 ………………………………５９２



５９０ １１８・１２０号住居跡出土遺物…………………………５９３

５９１ １２０号住居跡出土遺物 ………………………………５９４

５９２ １２０～１２２号住居跡出土遺物…………………………５９５

５９３ １２１・１２２号住居跡出土遺物…………………………５９６

５９４ １２２・１２３号住居跡出土遺物…………………………５９７

５９５ １２３・１２６・１２７・１２９号住居跡出土遺物……………５９８

５９６ １２９・１３１・１３６号住居跡出土遺物 …………………５９９

５９７ １３４・１３６号住居跡出土遺物…………………………６００

５９８ １３６号住居跡出土遺物 ………………………………６０１

５９９ １３６号住居跡出土遺物 ………………………………６０２

６００ １３６～１３８号住居跡出土遺物…………………………６０３

６０１ １３７・１３８号住居跡出土遺物…………………………６０４

６０２ １３８・１３９・１４２号住居跡出土遺物 …………………６０５

６０３ １４２号住居跡出土遺物 ………………………………６０６

６０４ １４２号住居跡出土遺物 ………………………………６０７

６０５ １４２号住居跡出土遺物 ………………………………６０８

６０６ １４２・１４３号住居跡出土遺物…………………………６０９

６０７ １４２・１４３号住居跡出土遺物…………………………６１０

６０８ １４３号住居跡出土遺物 ………………………………６１１

６０９ １４３号住居跡出土遺物 ………………………………６１２

６１０ １４３号住居跡出土遺物 ………………………………６１３

６１１ １４３号住居跡出土遺物 ………………………………６１４

６１２ １４３号住居跡出土遺物 ………………………………６１５

６１３ １４４号住居跡出土遺物 ………………………………６１６

６１４ １４４号住居跡出土遺物 ………………………………６１７

６１５ １４４号住居跡出土遺物 ………………………………６１８

６１６ １４４号住居跡出土遺物 ………………………………６１９

６１７ １４４号住居跡出土遺物 ………………………………６２０

６１８ １４４号住居跡出土遺物 ………………………………６２１

６１９ １４４号住居跡出土遺物 ………………………………６２２

６２０ １４４号住居跡出土遺物 ………………………………６２３

６２１ １４４・１４７号住居跡出土遺物…………………………６２４

６２２ １４７・１４８・１５６号住居跡出土遺物 …………………６２５

６２３ １５４・１５６・１５７号住居跡出土遺物 …………………６２６

６２４ １５７号住居跡出土遺物 ………………………………６２７

６２５ １５８・１５９号住居跡出土遺物…………………………６２８

６２６ １５９・１６０号住居跡出土遺物…………………………６２９

６２７ １６１・１６２・１６４号住居跡出土遺物 …………………６３０

６２８ １６４・１６５号住居跡出土遺物…………………………６３１

６２９ １６５・１６９・１７０・１７３号住居跡出土遺物……………６３２

６３０ １７４号住居跡出土遺物 ………………………………６３３

６３１ １７４・１９１・１９３・１９４号住居跡出土遺物……………６３４

６３２ １９４・１９５号住居跡出土遺物…………………………６３５

６３３ １９５・１９６号住居跡出土遺物…………………………６３６

６３４ １９５・１９６・１９９号住居跡出土遺物 …………………６３７

６３５ １９９号住居跡出土遺物 ………………………………６３８

６３６ １９９・２１４号住居跡，１２・１４・１７号土坑出土遺物…６３９
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第１章 遺跡の環境と調査経過

第１節 調 査 経 過

財団法人福島県文化振興事業団（当時は財団法人福島県文化センター）では，福島県教育委員会

から本宮町阿武隈川右岸築堤工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務を受託し，平成１１年度から本宮町

教育委員会とともに発掘調査を行った。対象となる４９，５００�のうち，県で調査を行った範囲は，�

・�期工区１８，０５０�（高木・北ノ脇遺跡）と�期工区９，０００�（山王川原遺跡）である。

そのうち県調査分の北ノ脇遺跡は，�・�期工区の北側部分である。北ノ脇遺跡の範囲では，以

前に昭代橋建設や宅地造成に伴い，本宮町教育委員会によって�～�区の３地点の発掘調査が行わ

れている。そのような経緯から，今回の発掘調査は４地点目であり，「北ノ脇遺跡�区」となる。�

～�区の総面積は約１，８７０�ほどで，そこからは古墳時代から平安時代にかけての竪穴住居跡を中心

とした遺構を検出している。

事業団では，当事業に２班１０名体制をとり，当初は高木・北ノ脇遺跡の�・�期工区分を１班５

名で調査にあたった。高木・北ノ脇遺跡には未解決問題も多かったが，遺構密度は予想を遙かに上

回り，砂質土の検出作業は困難を極めたことから，調査はなかなか進展しなかった。

８月末に�期工区分の山王川原遺跡の調査が終了し，そこから高木・北ノ脇遺跡に調査員が合流

したため，ようやく上層部分の見通しがつくようになった。その段階で北ノ脇遺跡の調査に移行す

ることが可能となり，９月下旬から重機で調査区内の表土剥ぎを行った。９月末には高木遺跡の上

層部分は一部を残して終了する見込みとなり，高木遺跡の下層部分と北ノ脇遺跡とに分かれて調査

を行うこととなった。北ノ脇遺跡には，常時２～３名の調査員が配された。

１０月に入って，調査区内のグリッド杭を設定しながら，グリッドごとに遺物包含層である基本土

層Ｌ�の掘り込みを開始した。Ｌ�の遺物包含層からは，遺存状態の良好な遺物が多数出土したが，

Ｌ�中からの遺構検出は困難であった。検出作業はなかなかはかどらず，無遺物層のＬ�付近まで

掘り下げなければならなかった。しかし，そのような作業を踏まえて，調査区内全体の遺構の重複

状況がほぼ把握できると，１０月半ば頃からは本

格的に遺構精査に取り組むことができた。

１１月６日（土）に現地説明会が行われ，準備

などで調査は一時中断した形となったが，その

後は比較的天候にも恵まれ，発掘調査は順調に

進んだ。また，調査が進むにつれて出土遺物が

増加したため，発掘調査と並行しながら遺物の

洗浄作業も行った。作業風景

３
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そのころになると，調査区内の下層部分の取り扱いが明確となった。北ノ脇遺跡の調査について

は，上層部分を１２月中に終了させ，下層部分は年明け後に行うことに決められた。降雪は予想され

たほどでなく，特に調査が終盤となった１２月前半までは暖かな小春日和が続いたこともあり，上層

部分の調査は余裕を持って終えることができた。

１２月上旬には遺構の精査が一通り終了し，遺跡の全景写真を撮影し，地形測量を行った。最終的

には，調査区全体を砂層のＬ�上面まで掘り下げて，遺構や遺物の無いことを再確認した。その際

に，Ｌ�上面からは縄文土器片が出土したが，面的には広がらなかった。上層部分は，予定通り１２

月１５日（水）までに調査を終了し，１２月後半は年明け後の下層部分の調査準備に取りかかった。

整理作業は，すべての発掘調査が終了した平成１２年度以降から行った。資料数が膨大であるため，

古墳時代以降の上層部分と，縄文時代を中心とした下層部分とに分けて報告することとなった。本

報告では上層部分を扱っている。

第２節 調査と整理の方法

北ノ脇遺跡の発掘調査は，阿武隈川右岸築堤事業に伴い，現状の変更が余儀なくされる部分につ

いて実施された。県教育委員会が担当した調査区は，山王川原遺跡の北側部分と，阿武隈川にかか

る昭代橋と安達橋に挟まれた，北ノ脇遺跡と高木遺跡の範囲である。北ノ脇遺跡は，本宮町教育委

員会と分担して調査が行われたが，県教育委員

会が行ったのは，�・�期工区分の昭代橋を境

にした南端部分にあたる。その部分は，阿武隈

川に沿った，東西幅約４０ｍ，南北約５５ｍである。

また，北ノ脇遺跡では，以前に，�～�区の

３地点で発掘調査が実施されており，今回の調

査区は「北ノ脇遺跡�区」となる。

基準杭の設定は，調査区のほぼ中央に位置す

る国土座標（Ｘ＝１６８，０００・Ｙ＝４９，８００）を起点

としている。この起点から，東西方向・南北方

向の基準線を引き，調査区全体に４０ｍ四方の大

グリッドを設定した。この大グリッドの中を，

さらに４ｍ四方の小グリッドで１００区画に分割し

ており，遺構や遺物の位置関係などの基準となっ

ている。

大グリッドの番号は，東西方向にアルファベッ

トの大文字（西から東へＡ・Ｂ・Ｃ‥），南北方図１ グリッド設定図
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向に算用数字（北から南へ１・２・３‥）を付けて，「Ｏ１８グリッド」などと呼称した。この番号は，

開発地区全体をカバーできるように配慮して付けられている。県で担当した北ノ脇遺跡の調査区は，

概ね「Ｏ１８グリッド」「Ｏ１９グリッド」にあてはまる。

小グリッド番号は，大グリッドの北西隅から南東隅に向かって１～１００までの番号を振った。大グ

リッドの１辺を１０ずつに区分し，北西隅から北東隅の番号は１・２‥‥１０，次は，また西から１１・

１２‥‥２０と付けている。

遺構図を作成したり，遺物を取り上げたりする際には，この大グリッドと小グリッドを組み合わ

せて，「Ｏ１８－８２」などと表記している。

実際の調査にあたっては，はじめに重機を使用して表土を除去し，検出面を丁寧に削りながら遺

構の輪郭を確認した。北ノ脇遺跡は阿武隈川が運んできた土砂が厚く堆積しており，その中からは

残りの良い遺物が多数出土している。そのような包含層の遺物は，小グリッドごとに数段階に分け

て掘り下げながら取り上げた。

調査中の作業は，河川側の斜面は急勾配となり崩落のおそれがあるため，足場の確保などを配慮

しながら行っている。

遺構の掘り込みは，遺構数が多く，時間や人員に制約があったため，原則的に２分割法を用いて，

手掘りで行っている。結果的には，遺構の遺存状態が悪かったため，有効な手段であった。また，

住居跡のカマドや柱穴などの遺構本体に付属する施設を掘り込む場合や，重複する遺構の新旧関係

を見極める場合などは，必要に際して土層観察用のベルトを適宜に設定している。

遺構の記録については，４ｍ四方に設定した小グリッドをもとに，１ｍ四方あるいは５０�四方の

方眼を設定して，平面図・断面図を作成した。縮尺は１／２０を基本としているが，遺物の出土状況や

カマドなどの遺構の細部を記録する場合は，１／１０縮尺で図化した。なお，地形図には平板やトータ

ルステーションを使用し，１／２００の縮尺で作成した。

写真撮影には，３５�と６×４．５�版の中型カメラを併用し，露出を変えて同一被写体を，同一コマ

数枚ずつ撮影した。フィルムはモノクロームとカラーリバーサルを使用している。場合によっては，

遺跡全体の様子や臨場感を記録するために，高角度からの撮影も実施した。

発掘調査時に作成した各種図面は，報告書作成に際して，１枚ずつに遺構図用の整理スタンプを

押し，市町村名，遺跡名，遺構名，図面の種別，断面図の測定標高，縮尺，実測年月日，実測者を

銘記した。報告書作成後の遺物は，報告書に実測図を記載したものについては，一点ずつ挿図番号

を記入した後，遺跡名，報告書名，挿図番号を銘記した整理箱に挿図ごとにまとめて収納した。

写真については，被写体，撮影方向，撮影日，フィルム番号を記入した写真台帳を作成した。現

像された写真は，フィルムと一緒にネガアルバムに収納し，カラーリバーサル写真は，マウント部

分に被写体，撮影方向を記入してから，スライドファイルに収納した。

発掘調査で得られた，これらの遺物，図面，写真などは，福島県文化振興事業団の収蔵施設に保

管している。
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第３節 遺構分布と基本土層

調査区内の地形と遺構の分布状況

今回対象となったところは，北ノ脇遺跡の南端にあたり，阿武隈川にかかる昭代橋を境にした南

側である。調査区の範囲は阿武隈川のすぐ東側となり，南北約５５ｍ，東西約４０ｍとあまり広くはな

いが，そこからは古墳時代から平安時代にかけての遺構が，多数検出されている。その範囲は，現

地形ではほぼ平坦であるが，古代の遺跡が営まれたころの地形は，自然堤防の頂部から東側の後背

湿地へと緩やかに傾斜していた。

自然堤防は真北方向からやや西に傾くが，およそ南北方向へと延びており，検出された遺構は，

東西幅約２５ｍほどの自然堤防頂部となる，帯状の平坦面に密集している。その頂部平坦面の標高は

約２０７．４～２０６．８ｍで，調査区内の最も標高の高い部分と低い部分とでは，約１０ｍほどの比高差がある。

また，調査区から東へ約３０ｍほどのところは，以前に，本宮町教育委員会で発掘調査が行われて

おり，竪穴住居跡数軒を検出している。調査区の東側は，後背湿地が形成されていると考えられる

が，本宮町教育委員会で調査を行った部分と，調査区内の緩斜面とは地形的につながっておらず，

調査区の東側には，後背湿地から分岐した，沢状のものが入り込んだ地形となるかもしれない。

北ノ脇遺跡から検出した遺構のうち，古墳時代以降のものは竪穴住居跡４２軒，土坑１基，柱列跡

３基および多数のピット群である。これらの遺構のほとんどが，古墳時代後期から奈良時代にかけ

てのもので，竪穴住居跡よりもピット群のほうが新しい。図３の遺構配置図からもわかるように，

竪穴住居跡を中心とした遺構は，著しく重複した状態で確認することができた。調査区範囲の面積

は約１，３００�ほどで，竪穴住居跡は４つの小グリッド（６４�）につき，１．５軒の割合で存在している。

南接する高木遺跡の調査区北部では，後背湿地が形成されており，多種多量の遺物が出土して，

祭祀が行われていた様子がうかがわれる。おそらく北ノ脇遺跡の東側斜面は，この部分に繋がって

いくものと推察している。遺構はそのような地形のうち，竪穴住居跡が自然堤防の頂部平坦面に密

集しており，ピット群が東側の緩斜面上から検出されている。

調査区内の自然堤防は，高木遺跡との境界付近がやや低くなっており，そこから僅かに北西方向

に傾いて延びている。竪穴住居跡は調査区中央に多く分布するようであるが，北側の頂部平坦面は

河川と接しているため，崩落して検出できなかった可能性がある。当時の河川は，もう少し西に流

れていたのかもしれない。そのような制約もあるが，同じ自然堤防でも立地する地形は選択されて

いたようである。住居跡はできるだけ水はけの良い場所を選択していたようで，遺跡の境界付近や，

頂部平坦面でも河川側にはあまり造られていない。

ピット群の時期は竪穴住居跡を掘り込んでいるため住居跡より新しく，建物跡を構成する柱穴で

あったと考えられる。それらピットは自然堤防上からの検出は少なく，東側の緩斜面上に多く分布

する。そのことは住居跡内の堆積土中からの検出が困難であったことにもよるが，後背湿地側に何
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ＬⅤ１�
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ＬⅥ�

２０８.８０�

（ｍ）�

２０８.３０�

２０８.１０�

２０６.４０�

２０５.８０�

ＳＩ２２�

ＬⅠ（現表土）…１０ＹＲ２/２　黒褐色砂質土�
ＬⅡ　　　　　…１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂�
ＬⅢ　　　　　…１０ＹＲ３/３　暗褐色砂質土�
ＬⅣ　　　　　…１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�

らかの建物跡が建設されていたようである。また，丸瓦が出土した住居跡があることから，付近に

は瓦葺きの建物跡が存在していたものと推察することができる。

北ノ脇遺跡は，古墳時代後期から奈良時代にかけての住居跡を主体とする集落遺跡である。その

終わりには竪穴住居跡の数が激減し，掘立柱建物跡が建設されるようである。また，検出された住

居跡の中には，高木遺跡よりも新しい時期のものを多く確認することができた。阿武隈川右岸の自

然堤防上に営まれた集落は，ある時期になると，その主体が北ノ脇遺跡付近へと移るようである。

基本土層

北ノ脇遺跡は，阿武隈川右岸の自然堤防上に立地しており，河川が運んできた土砂が幾層にも堆

積して形成されている。そのような堆積状況は，基本的には高木遺跡と一致しており，黒褐色の砂

質土層と褐色の砂層とが交互に堆積する様子が観察できる。そのような基本土層は高木遺跡に準じ

ており，Ｌ�～�までの５層に分層することができる。図２は，基本土層の模式図である。調査区

北端から断面のみを検出した２２号住居跡付近のもので，縮尺は任意である。

分層した５層のうち，鍵層となるのがＬ�の暗褐色砂質土の無遺物層である。この層は，調査区

全域から確認できる安定した層で，古代の遺構の大半をＬ�上面から検出している。また，Ｌ�上

面からは，縄文時代晩期と考えられる遺物も出土

しており，少なくともその時期以降の文化面は，

Ｌ�が堆積した以降に形成されたようである。そ

の上層に堆積するＬ�のにぶい黄褐色砂層は，検

出した遺構と同時期の遺物が出土する包含層で，

漸次堆積したものと考えられる。しかし，色調や

含有物などからの識別は困難で，Ｌ�を細分する

ことはできなかった。

Ｌ�の下層に堆積するＬ�は，にぶい黄橙色砂

の無遺物層である。他の地点とは異なり，約２ｍ

近くも堆積していた。その下層のＬ�は暗褐色砂

質土で，縄文時代中期から後期にかけての遺物包

含層である。本報告では直接関係しないため詳細

については触れないが，Ｌ�はさらに３層に細分

することが可能である。 （大 波）

図２ 基本土層模式図

第１章 遺跡の環境と調査経過

７



Ｙ:５０,９６０� Ｙ:５１,０００�

Ｘ:１６８,１２０�

Ｘ:１６８,０８０�

Ｘ:１６８,０４０�

Ｎ� Ｏ�

１８�

１９�

ＳＩ２２�

ＳＩ０８�

ＳＩ０５�
ＳＩ２１�

ＳＩ１９�

ＳＩ０６�

ＳＩ０９�ＳＩ０２�ＳＩ０２�
ＳＡ０１�

ＳＩ２８�

ＳＩ１８７�

ＳＩ１８１�

ＳＩ１９２�

ＳＩ１９４�

ＳＫ４３�

ＳＩ１９１�

ＳＩ１８０�

ＳＩ１９３�

ＳＩ２００�

ＳＩ１９６�

ピット�

ＳＫ０１� ＳＩ１３� ＳＩ０４�
ＳＩ０３�

ＳＩ３４�

ＳＩ２３�
ＳＩ３１�

ＳＩ２０�ＳＡ０３�ＳＡ０３�

ＳＩ３５�

ＳＩ０７�

ＳＩ０１� ＳＡ０２�
ＳＩ４１� ＳＩ３６�

ＳＩ１１�

ＳＩ１８�

ＳＩ４０� ＳＩ３８� ＳＩ１５�

ＳＩ２４�

ＳＩ４２�

ＳＩ１４�

ＳＩ３９�

ＳＩ３２�ＳＩ３０�

ＳＩ１０�

ＳＩ３７�
ＳＩ１７�

ＳＩ１６�

ＳＩ２７�
ＳＩ２５� ＳＩ３３�

ＳＩ１２�

ＳＩ３６�

ＳＩ２９�

０� １０m
（１/４００）�

図３ 遺構配置図
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第２章 遺 構 と 遺 物

今回の調査で検出できた遺構は，竪穴住居跡４２軒，土坑１基，柱列跡３列およびピット群である。

出土した遺物は，土師器２６，４６０点，須恵器８８２点，土製品６４点，石製品，鉄製品数点などである。

第１節 竪穴住居跡

今回の調査では，古墳時代から平安時代にかけての竪穴住居跡４２軒を検出した。それらが営まれ

たころの地形は，調査区の東側が後背湿地にかけて緩やかに傾斜しており，住居跡は旧地形の自然

堤防頂部の平坦なところに密集している。

以下に住居跡ごとの詳細について述べるが，それらは著しく重複して遺存状態が悪いものが多く，

周囲の住居跡との関係を把握することが難しい。そのため，各住居跡の平面図の一角には，北方向

を上とした周辺の遺構配置図を併せて掲載した。また，平面図は混乱を避けるため，重複する住居

跡であっても，特に対象となる住居跡を改変したもの以外は載せていない。掘形については，平面

図には上端のみを破線で記し，土層断面図にエレベーション図を付け加えている。

検出した住居跡は，北流する阿武隈川の流路方向を基準として造られたためか，グリッドを設定

した南北ラインから主軸方位が大きく傾くものがほとんどである。カマドの位置は北東あるいは北

西の２方向に付くものに大別でき，それぞれのカマドが付設された周壁を北周壁，西周壁として報

告している。そのため，住居跡内の付属施設等の説明に用いられる東西南北については，そのよう

なカマド位置が基準となっており，カマドが検出できなかった住居跡にも準じて使用している。

１号住居跡 ＳＩ０１

遺 構（図４，写真３）

本遺構は調査区西寄り，Ｏ１８－８３・８４・９３・９４グリッドに所在し，Ｌ�中において検出された。現

況では阿武隈川河床に続く崖にほど近いが，旧地形をみると標高が高い部分にあたり，自然堤防の

ほぼ頂部に位置するものと理解される。本遺構周辺は調査区内でも住居跡の密集する地区のひとつ

で，本住居跡は７・２３・３１号住居跡と重複する。検出状況からは２３号住居跡との新旧関係は把握で

きなかったが，７号住居跡より古く，３１号住居跡より新しい。

本住居跡の遺存状態は悪く，住居跡南東隅は失われている。また，西周壁についても７号住居跡

によってほぼ完全に壊されている。遺存する周壁から推測される住居跡の規模は長辺約５ｍ，短辺

約３．７ｍで，平面形はほぼ長方形を呈するものと思われ，住居跡の隅はやや丸みを帯びている。北周

壁から推測した方位との関係は，Ｎ３３°Ｅとかなり東に傾いている。
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０� １ｍ�
（１/２５）

土器�
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Ｙ:５０,９７５�

土器�

１号住居跡�

　１号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ３/４　暗褐色砂質土（黒色土�
　　　　　　　　塊を少量含む）�

　１号住居跡カマド堆積土�
１　５ＹＲ３/４　暗赤褐色砂質土（炭化物をごく微量含む）�

ＳＩ０１�
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ＳＩ０７�
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１�

周壁はカマドが設置されている北周壁の残りがやや良いが，検出面から床面までの深さは最大約

８�程度である。床面は，ほぼ平坦で床は全体にやや締まっているものの，明確に踏み締まりと判

断できるほどのものではない。

住居跡内堆積土は�１とした暗褐色砂質土のみの単層で，遺存状態が極めて悪かったため，その

堆積状況を判断できるには至っていない。

カマドは北周壁中央で検出したが，床面より上の構造は完全に失われ，本来は掘形の底面であっ

たと思われる楕円形の窪みだけが検出された。この窪みの規模は長軸約１ｍ，短軸約７５�で，床面

からの深さ最大約６�を測る。カマド内堆積土�１は，炭化物をごく微量含む以外は均質な砂質土

で，あまりに締まりがないため，掘形埋土とは考えていない。また，�１を除去した後に，掘形の

西側上端部に焼面を確認している。

図４ １号住居跡

第２編 北ノ脇遺跡
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　�１�

２　カマド掘形�
（１/４）�

３　カマド掘形�

４　�１�

５　堆積土�

カマド奥壁近くからは，完形に近い小型の甕が２点，重なった状態で出土している。カマドがほ

ぼ完全に壊れている事実を考慮すると，遺棄された遺物の可能性もある。

なお，カマド以外に住居跡内施設は，一切検出できなかった。 （木 村）

遺 物（図５，写真６３）

本住居跡からは土師器片１６９点，須恵器片２点が出土した。遺物は，堆積土中からごく散発的に出

土したほか，カマド掘形内と床面近くの２か所から，比較的遺存状態のよい遺物が出土している。

ここでは，それら４点と須恵器片１点を図示した。

図５－１は土師器の杯で，口縁部が大きく開く有段丸底のものである。この杯の底部は，故意に

穿孔されており，遺跡内からは杯以外のものも含めると，数例が出土している。穿孔された部分の

大きさは約４�ほどである。数回に分けて力が加えられており，割れ口の形を整えた様子が観察で

きる。（第６節 遺構外出土遺物 図１０２－５参照）

図５－２・３・４は土師器の小型甕で，どの甕も体部外面がハケメ調整されている。そのうちの

同図２・３の甕はカマド掘形から重なって出土したものである。同図４の底部には周縁に粘土が貼

図５ １号住居跡出土遺物

第２章 遺構と遺物
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られており，木葉痕が認められる。

図５－５は須恵器の甕とみられる細片である。

ま と め

１号住居跡は，調査区内ではほぼ標準的な規模の住居跡である。遺構の遺存状態は極めて悪く，

詳細については多くの見地を得ることはできなかった。しかし，そのような状態でもいくつかの注

目すべき点が挙げられる。

そのひとつとしては，北周壁に設置されたカマドは，ほぼ完全に壊されて掘形しか検出できなかっ

たが，その上端からは，完形に近い２個体の甕が重なって出土していたことである。この付近では

住居どうしの重複が著しく，カマドが確認できた例が少ないため，本住居跡は住居の廃絶過程を知

るうえで興味深い資料となっている。

出土遺物から，本住居跡は栗囲式期に営まれたものと考えられる。 （木村，大波）

２号住居跡 ＳＩ０２

遺 構（図６，写真４・５）

本遺構は調査区北部，Ｏ１８－５３・５４・６３・６４グリッドにかけて所在し，検出面はＬ�上面である。

遺構周辺の旧地形はほぼ平坦で，標高は約２０７．３ｍと調査区内で最も高い部分にあたる。本遺構のよ

うな竪穴住居跡は，西側から南側にかけて著しく重複しているが，本住居跡はそれらの空隙に位置

し，重複する遺構はない。

本住居跡の遺存状態は悪く，検出面から床面までの深さは，南周壁際で最大７�である。平面形

はほぼ正方形を呈し，南周壁はやや弧状に外に張り出している。大きさは南北幅約２．８ｍ，東西幅約

２．５ｍである。西周壁を基に方位との関係をみると，Ｎ２２°Ｅとやや東に傾いている。床はＬ�を掘

り込んで造られている。床面は平坦で，全体に締まってはいるが，特に顕著な踏み締まりは確認で

きなかった。

住居跡内堆積土は，�１とした暗褐色砂質土の単層である。�１の堆積が非常に薄かったため，

堆積状況を判断できるには至っていないが，土質からは自然堆積土の可能性が高い。

住居跡施設はカマド１基を検出した。カマドは北周壁のほぼ中央に取り付いている。遺存するカ

マドの規模は全長１５５�，最大幅は推定で約６０�である。遺存状態は悪く，右袖は完全に失われてい

る。左袖は地山を掘り残して造られ，住居内に約６０�張り出し，床面からの高さは最大１０�である。

煙道は長さが約９０�，幅が基部付近で２２�を測る。煙道の底面は，先端に向かってごくわずかに

下がり，検出面からの深さは最大で１１�である。燃焼部付近に焼面は検出できず，煙道先端近くに

極めて弱い赤変がみられたのみである。

カマド堆積土�１は焼土・炭化物粒を含んでいるが，その量はごく微量で，締まりもないことか

ら，カマド廃棄以降に堆積したものとみている。カマドの左脇からは比較的良好な状態の遺物が集

中して出土している。そのため，ここに貯蔵穴があった可能性も考えたが，精査の結果，床に直接

第２編 北ノ脇遺跡
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２号住居跡�

カマド�

　２号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ３/４　暗褐色砂質土�
　　　　　　　（ややしまりなし，炭化物粒を微量含む）�

　２号住居跡カマド堆積土�
１　５ＹＲ３/４　暗赤褐色土�
　　　　　　（ややしまりなし，焼土をごく�
　　　　　　　微量含む，炭化物粒を少量含む）�
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土器を並べたものと判断した。

カマドの他に，柱穴やピット等の施設は検出できなかった。

遺 物（図７，写真６３）

本住居跡からは縄文土器片２６点，土師器片１３０点が出土している。遺物については，�１から出土

したものもあるが，住居跡の遺存状態から，これらもほぼ床面出土としてよい状況である。カマド

左脇からは図７－１・３～６の土器が集中して出土し，遺存状態もよく，ほぼ原位置を保っている

ものと考えている。

図６ ２号住居跡

第２章 遺構と遺物
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　床面�
２　掘形埋土�

３　床面�

４　床面�

５　床面�

６　床面�

ここでは土師器６点を図示した。

図７－１～５は土師器の杯である。同図１の小型杯と同図５の大型杯には内面に黒色処理が施さ

れているが，他の杯には認められない。同図２は掘形埋土から出土しているため，本住居跡よりも

１時期古くなるものとみられる。器形は丸底で，体部のケズリが口縁部近くまで及んでいる半球形

のものである。同図３・４は平底で，同図３は底部にケズリが施されて不明であるが，同図４には

静止糸切り痕が認められる。同図５は口縁部約１８．２�，器高約８．９�と他の杯と比べて大きく，器形

は有段丸底の杯が退化したものとみられ，体部外面にハケメ調整が認められる。

図７－６はカマド左袖脇から出土した甑で，無底式で，体部外面はハケメ調整される。

他に住居跡の床下から１個体分の縄文土器片が出土したが，本遺跡の下層部分を扱った（報告書

３）で報告することとする。

ま と め

２号住居跡は一辺３ｍ未満の大きさで，調査区内ではかなり小型の竪穴住居跡である。遺物の出

土量は多くないが，カマド脇に残された土器は大きさの異なる土師器の杯４点と甑１点で，住居廃

絶時の状況をよく保っているものと思われる。

カマドは北周壁に設置され，造り出しの袖を特徴とし，堆積状況から掘形を持たないものと判断

している。

出土遺物から，本住居跡は国分寺下層式期に営まれたものと考えられる。 （木村，大波）

図７ ２号住居跡出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡
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　３号住居跡Ｐ１～４堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�
２　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂�

Ｂ� Ｂ′�

Ｐ３�
Ｐ２�

Ｃ� Ｃ′�
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２０８.２０ｍ�

３号住居跡 ＳＩ０３

遺 構（図８～１１，写真５・６）

本遺構は調査区のやや北寄り，Ｏ１８－５６・６５～６７・７５～７７グリッドに所在し，Ｌ�中層において検

出した。本住居跡の立地は，旧地形からみると阿武隈川の自然堤防が後背湿地側に傾き始める変換

点近くに相当し，ごく僅かに南東に傾斜している。そのため，旧地形では自然堤防頂部の平坦な地

形となる部分ほど竪穴住居跡が密集しておらず，この付近の住居跡の密度はやや低くなる。本遺構

は重複する４・２８・３４号住居跡より新しく，３号柱列跡とも重複するため，１～３号柱列跡よりも

古い。本住居跡の周辺には大小の撹乱が多くみられるが，直接遺構にかかるものは少なく，遺存状

態は良好である。

本住居跡の規模は長軸約６．８ｍ，短軸５．６ｍを測り，調査区内では比較的大きな住居跡のひとつで

ある。住居跡の主軸方位はＮ４５°Ｅと真北から大きく傾く。そのためカマドは北西方向に付くが，付

近の他の住居跡との関係から，カマドの設置される周壁を西として報告する。住居跡の検出面から

床面までの深さは，住居跡の南西隅近くが最大で４０�，最も浅い北東隅では２５�ほどである。平面

形は四隅がやや角張った長方形を呈する。周壁は全てほぼ垂直に立ち上がり，床はほぼ全面が貼床

となっている。床面はほぼ平坦で，やや締まりは感じられるが，明確な踏み締まりによる硬化は認

められない。住居跡の掘形底面には凹凸がみられ，壁際が深めに掘り込まれている。床面からの深

さは平均すると約１０�であるが，断ち割った部分では南に深く北に浅く，南周壁際の一部で最大約

２１�を測り，北周壁際ではほぼ床面と同じである。

住居跡内堆積土は�１～４の４層に区分した。�１～４は黒褐色から灰黄褐色の砂層で，その土

質と堆積状況から，いずれも自然堆積土と判断している。�５は貼床と判断した。�３・４はそれ

ぞれ１層としたが，同じ砂層で，どちらも内部に縞状の層が確認できる。これに対して，�２はシ

ルト質に近い粒子の細かい砂層であり，様相がやや異なる。したがって，住居廃絶後�３までの埋

没は，かなり短期間に進んだものと考えている。

図８ ３号住居跡（１）
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０� ２ｍ�

（１/５０）�

　３号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�
２　１０ＹＲ３/２　黒褐色細砂�
３　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂（黒褐色細砂が縞状に入る）�
４　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂�
５　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂質土（焼土・炭化物・黒褐色土塊を含む）貼床�
�
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ＳＩ０２�

図９ ３号住居跡（２）

第２編 北ノ脇遺跡

１６



０� １ｍ�
（１/２５）�

　３号住居跡カマド堆積土・構築土�
１　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂�
２　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂�
３　５ＹＲ４/３　にぶい赤褐色砂（焼土塊を多量含む）�
４　５ＹＲ４/２　灰褐色細砂（焼土塊・炭化物を多量含む）�
５　５ＹＲ４/２　灰褐色細砂（焼土塊を多量含む）�
６　５ＹＲ４/３　にぶい赤褐色砂�
７　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂（焼土塊・炭化物を少量含む）カマド構築土�
８　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂　掘形埋土�
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３号住居跡カマド�

図１３－２�Ｘ:１６８,０９４�

焼土�

石�

石�

石�

図１３－３�

図１３－４�

Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０９６�

Ｙ:５０,９８１�

Ｘ:１６８,０９６�

Ｘ:１６８,０９４�

Ｙ:５０,９７９� Ｙ:５０,９８１�

住居跡施設はカマド１基とピット４個を検出した。カマドは西周壁のほぼ中央に取り付いている。

遺存状態は良好である。遺存するカマドの規模は全長１８５�，最大幅１２３�を測る。右袖は調査中の

降雨のため崩れてしまったが，左袖は住居内に張り出し，幅４１�，床面からの高さ２０�が遺存して

いる。両袖の先端部，焚口であったとみられる付近には角礫が据え付けられ，構築材の一部となっ

ている。燃焼部の平面形は，現況では焚口を底辺とする二等辺三角形を呈する。煙道の規模は長さ

４０�，最大幅２２�を測る。燃焼部奥壁が煙道側にかなりはみ出しているが，これは燃焼部奥壁が崩

落によって失われたためであることを，土層断面観察によって確認している。カマド掘形の規模は

約１３０×１００�を測り，平面形は不整な長方形を呈する。断面形は浅い鍋底状で，底面はかなり凹凸

が認められる。カマド掘形の西壁は，ほぼ住居跡の西周壁に沿っている。

カマド内堆積土は�１～６までの６層に区分し，その堆積状況から自然堆積と判断している。

図１０ ３号住居跡カマド
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図１４－１�

図１３－５�

図１５－２�

図１２－１４�

図１２－１１�

図１２－５�

図１２－１２�図１２－１２�

図１２－６�

図１２－１５�

図１５－１０�

図１４－２�

図１５－１１�図１２－１６�

石� 石�

石� 石�

サブトレンチ�

�３は煙道および奥壁が崩落した際に生じたと思われる焼土塊を含んでいる。�５の内部には焼

土が封じ込められていることから，カマドの天井崩落土塊の集合とも考えられるが，他の層と色調

が近似しており細分できなかった。また，断ち割りした部分から�７・�８の燃焼部構築土を確認

することができた。�７はカマド袖の構築土で，ややシルト質である。�８はカマドの掘形埋土で

ある。

ピット４個は全て床面で検出した。それぞれのピット間の距離は，Ｐ１・Ｐ４間が３４０�，Ｐ２・

Ｐ３間で３１０�，Ｐ１・Ｐ２間が３１０�，Ｐ３・Ｐ４間は３２５�である。Ｐ１～Ｐ４は住居周壁と平行

するように方形に配置され，その造られた位置と規模から，本住居跡の主柱穴と考えている。

（木 村）

遺 物（図１２～１５，写真６４・８１～８４）

本住居跡からは土師器片１，５５７点，須恵器片１４点，土製品６点，石製品数点が出土した。遺物は，

カマド周辺及び住居跡南西部にあるＰ２近くから集中して出土した。住居跡の南西部出土の遺物は

若干床面から浮いているため�４としたが，出土状況からは確実に本住居跡に伴うものとみられ，

平面図上に示してある。また，住居跡北東隅で出土した鏡を模倣した土製品については，貼床土で

ある�５中からの出土である。本住居跡からは堆積土中から出土したものも含めて多数の遺物が出

土しているが，そのうちの遺存状態の良いものを図示した。

図１１ ３号住居跡遺物出土状況

第２編 北ノ脇遺跡
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０� １０㎝�
（１/３）

１　堆積土� ２　堆積土�

３　�１�
４　堆積土・�１�

５　堆積土・�４�
６　床面直上�

７　�１� ８　堆積土�

９　�１�

１０　堆積土�

１１　堆積土�

１２　床面直上� １３　堆積土�

１４　�４・Ｐ２�

１５　床面直上�

１６　�４�

図１２ ３号住居跡出土遺物（１）
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０� １０㎝�
（１/３）

１　堆積土・�１�

（１/４）�

２　カマド�

３　カマド�
　　南袖脇�

４　カマド�
　　南袖脇�

５　床面直上�

図１３ ３号住居跡出土遺物（２）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　堆積土・�１・�４�

２　堆積土・�４�

図１２－１～１０は土師器の杯である。

そのうち本住居跡に伴うとみられる

ものは同図５・６の２点で，他は住

居跡内の堆積土中から出土した。図

１２－１～８は内黒の有段丸底の杯で

あるが，同図１・２は口縁部が直立

気味に外傾するもので，須恵器の杯

蓋を模倣したものとみられる。他の

杯は口縁部が大きく開いており，住

居跡に伴うとみられる同図５・６の

口縁部は直線的に外傾する。図１２－

９・１０は関東系とみられるもので，

口縁部にヘラミガキ，体部にケズリ

が施され，この時期，当地域に普遍

的に認められる内面黒色処理が行わ

れていない。同図９は口縁部が短く

直立することから，須恵器の杯身の

模倣である。

図１２－１１・１２は土師器の高杯であ

る。同図１１の杯部は口縁部が大きく

外傾しており，そこに「ハ」の字状

に大きく開いた脚部が付いている。

同図１２は脚部しか残っていないが，

短い中空の円筒状のもので裾が開く。

図１２－１４は土師器の甑で，底部が

単孔式の小型のものである。

図１２－１５・１６，図１３－１～５，図

１４－１・２は土師器の甕である。図

１３－１の甕を除き，ほとんどの甕の

体部外面がハケメ調整される。その

うちの図１２－１５，図１３－５，図１４－

１・２は球胴甕で，図１２－１５の小型

甕の内面にはヘラミガキが施されて

いる。どの甕も本住居跡に伴うもの図１４ ３号住居跡出土遺物（３）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　堆積土・Ｏ１８－５７　ＬⅡ�

２　床面直上�

３　�１�

４　�１�

５　�１�

６　堆積土�

７　カマド内�

８　床面直上�
９　堆積土�

１０　床面直上�

１１　貼床�

（１/２）�
０� ５㎝�

図１５ ３号住居跡出土遺物（４）
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と考えられ，大きさも大中小が揃っている。他の甕は口縁部が最大径になるもので，大小の大きさ

がある。そのうち，カマド周辺から出土したものは図１３－２・３・４の長胴のもので，同図３・４

の底部の周縁には粘土が貼られている。それらの甕は煮炊具として使用されていたとみられ，同図

２・３の内部にはリング状に煤が付着し，底部が赤く焼けている。また，甕の中には図１３－３・５

のように使用過程で故意に穿孔されるものがある。同図３の長胴甕は体部下半に１か所，同図５の

球胴甕の肩部には２か所の穴が空けられている。

須恵器で図示したものは図１２－１３の高杯と図１５－１の甕の２点で，どちらも堆積土中から出土し

ている。図１２－１３の高杯には縦に細長い透かし穴が認められ，破片からは四方透かしであったよう

である。

小型のものとしては，図１５－２のミニチュア土器や同図３・４の手づくね土器がある。同図２の

ミニチュア土器は床面直上から出土している。器形は小型の球胴甕のような形をしており，頸部の

ところには焼成前につけられた一対の穴が認められる。

図１５－５・６は棒状の土製品で用途は不明である。しかし，同図６は特徴のある形をしており，

端部の形状からは，体部が丸みのある器状のものに取り付いていた把手部分とみられる。先端部に

かけて丸く湾曲し，断面は基部のところは楕円状であるが，先端にかけて平たくなっている。また，

先端部分は欠けているが，１ないし２本の刻み目が観察できる。遺構外出土遺物の中には，把手部

分が外れた状態で出土した球形の椀状の土器があり，同図６はこのようなものに取り付けられてい

た可能性が考えられる。（第６節 遺構外出土遺物 図１０５－７参照）

図１５－７はカマド内堆積土から出土した砥石で，かなり使い込んだ様子がうかがえる。

図１５－８・９・１０は土製の勾玉である。同図８・１０は端部近くに穿孔されるが，同図９は穿孔が

認められない。同図１０は他の２点に比べて大きく，同図８は丁寧にヘラミガキで磨かれ，表面が黒

色処理されている。

図１５－１１は土製の鏡の模倣品で，紐通し穴の付いた鈕が付いている。

ま と め

３号住居跡は長軸約７ｍを測る，調査区内では比較的大型の竪穴住居跡である。本住居跡は４本

の主柱穴を備え，本調査区内からはあまり確認されなかった貼床が認められる。カマドは西周壁に

設置され，遺存状態は良好である。遺物については，２つの集中区から極めて良好な状態で出土を

みており，特にカマド周辺については良く現位置を保っているものと考えている。

出土遺物から，本住居跡は栗囲式期に営まれたものと考えられる。 （木村，大波）

４号住居跡 ＳＩ０４

遺 構（図１６，写真７）

本遺構は調査区北部のＯ１８－６４・６５・７４・７５グリッドから検出された竪穴住居跡である。本住居跡

は，河川側の自然堤防の頂部から東側の後背湿地へと緩やかに傾斜する斜面上に立地し，住居跡の
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０� ２ｍ�

（１/５０）�

　４号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂質土（灰褐色砂質土塊を少量含む）�
２　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂質土�
３　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂質土（�２よりやや明るい）�

　４号住居跡Ｐ２堆積土�
１　７.５ＹＲ４/１　褐灰色細砂�

　４号住居跡Ｐ３堆積土�
１　７.５ＹＲ４/１　褐灰色細砂�
２　７.５ＹＲ３/１　黒褐色土（炭化物を微量含む）�
３　１０ＹＲ４/４　褐色砂�
�

�
　４号住居跡Ｐ１堆積土�
１　７.５ＹＲ４/１　褐灰色細砂�
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図１７－３�
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石�

土器�

土器�
土器�
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図１７－４�

Ｙ:５０,９７４�

Ｘ:１６８,０９５�

Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０９５�

Ｙ:５０,９７４�

Ｘ:１６８,０９０�

Ｙ:５０,９８０�

ＳＩ０２�
�

ＳＩ０３�

図１６ ４号住居跡
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　堆積土�

２　堆積土�

３　床面直上�

４　床面�

５　堆積土�

６　床下�
７　堆積土・�１� ８　堆積土�

（１/２）�
０� ５㎝�

東側は３号住居跡と重複する。重複する他の遺構との関係は，４号住居跡→３号住居跡→１～３号

柱列跡の順に造られており，その中では本住居跡が営まれた時期が最も古い。

本住居跡はＬ�中から検出でき，東周壁の一部は３号住居跡に掘り込まれているが，遺存状態は

比較的良好である。住居跡内堆積土は３層に分層したが，�２と�３はほとんど見分けがつかず，

�２よりも�３の色調がやや明るいという程度である。住居跡内は洪水砂のようなもので一時期に

埋まってしまったようで，その後で�１がレンズ状に堆積したものとみられる。

住居跡の大きさは遺存する北周壁で約５．３ｍ，西周壁で約５．２ｍを測り，一辺約５ｍの正方形であ

る。深さは約３０�ほど残っており，周壁はほぼ直立して立ち上がる。床面は平坦で，貼床等は認め

られず，基本土層のＬ�を掘り込んで床面として使用していたようである。住居跡の主軸方位は，

Ｎ１２°Ｗと，やや西に傾く。本遺跡ではカマドは北周壁か西周壁に付設される例が多いが，本住居跡

からはどちらの周壁からも確認できなかった。

カマドは確認できなかったが，本住居跡からは柱穴と考えられるピット３基を検出した。Ｐ１・

Ｐ２とＰ３では様相が異なるが，それぞれ住居跡の対角線上に位置する主柱穴と考えられる。Ｐ１

・Ｐ２は西周壁の両隅に位置し，長軸約６０�，短軸約５０�の楕円形で，深さは床面から約２０�前後

のものである。ピット内には褐灰色の細かい砂が堆積していた。Ｐ３は北東隅に位置し，他のピッ

トに比べて大きく長軸約１１０�，短軸約６０�の細長い楕円形で，深さは床面から約３０�ほどである。

堆積土は３層に分層でき，�１は他のピットと同じ砂層であったが，その下層には黒褐色土が堆積

している。南東隅からは柱穴らしい痕跡は認められなかったが，本来は住居跡の四隅に配置されて

いたものと考えられる。

図１７ ４号住居跡出土遺物
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遺 物（図１７，写真６５・８４）

本住居跡からは土師器片１８１点，須恵器１点，土製品４点が出土し，図示したものは８点である。

そのうち確実に本住居跡に伴うものは，南東隅の床面および床面直上から出土した土師器の高杯１

点と杯１点で，平面図上に表している。

図１７－１～３は土師器の杯で，内黒の有段丸底のものである。同図１は口唇部が欠けているが，

ほぼ完形と考えられる。器高が約２．２�ほどの皿状の小型杯である。同図３は床面から僅かに浮いた

状態で出土しており，本住居跡に伴うものとみられる。口縁部が直立した半球形をしており，口縁

部径約１５．６�，器高約７．０�の法量の大きな杯である。

図１７－４は床面から出土した土師器の高杯で，杯部は口縁部が大きく外反し，脚部は柱状で裾が

「ハ」の字状に開くものである。

図１７－５・６は筒状の土製品である。内面には積み上げ痕が明瞭に残り，外面はハケメ調整され

ている。

図１７－７・８は土製の丸玉で，表面が黒色処理される。

ま と め

本住居跡は四隅に主柱穴のある，一辺約５ｍの正方形の住居跡と考えられる。３号住居跡に一部

破壊されているが，Ｌ�を深く掘り込んで造られているため遺存状態が良い。カマドは確認できな

かったが，３号住居跡と重複する東周壁に付設されていた可能性が考えられる。

本住居跡の出土遺物は少ないが，床面から栗囲式期のものとみられる土師器２点が出土している。

特に床面から出土した高杯脚部の器形は栗囲式でも古段階のものとみられ，本住居跡はこの付近に

大集落が形成され始めた初期のものと推察される。 （大 波）

５号住居跡 ＳＩ０５

遺 構（図１８，写真８）

本遺構は調査区北部のＯ１８－４３・４４・５３・５４グリッドから検出された竪穴住居跡である。本住居跡

は調査区の北西端に位置し，本遺跡内では珍しく他の住居跡とは重複せずに単独で検出することが

できた。本住居跡の位置する調査区の北側は橋脚を建設した際に掘削を受けているため断絶してい

るようであるが，橋脚を挟んだ北側にも同じように集落が広がっている。

本住居跡の自然堤防の西側は阿武隈川に面した勾配の急な斜面で，東側は本住居跡の立地すると

ころを頂点として調査区東側の後背湿地へと緩やかに傾斜している。本住居跡は，調査区内の自然

堤防上の最も標高の高い部分に立地しており，竪穴住居跡が著しく重複する一帯からはやや外れて

いる。

本住居跡はＬ�上面から検出できたが，深さは約１０�ほどしか残っておらず，住居跡内には�１

の灰黄褐色砂が堆積していた。住居跡の主軸方位はＮ３６°Ｗと真北から大きく傾いている。住居跡の

大きさは遺存する南周壁で約４．７ｍ，西周壁で約４．３ｍを測り，東西にやや長い方形である。周壁は

ほぼ直立して立ち上がり，床面はほぼ平坦であるが，貼床などは認められなかった。
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カマドや柱穴などの付属施設は確認できなかった。しかし，北周壁が大きく撹乱を受けていたた

め，カマドは北周壁に付設していた可能性が考えられる。

遺 物（図１８，写真８２・８４）

本住居跡からは土師器片１０４点，土製品１点，石製品１点が出土した。そのうち図示したものは３

点である。確実に本住居跡に伴うものは，床面から出土した紡錘車１点である。しかし，他の住居

跡と重複せず，検出面から床面までの掘り込みが浅いため，出土遺物のほとんどが本住居跡に伴う

ものと考えられる。

図１８－１は土師器の高杯で，「ハ」の字状に開いた短い脚部が付くものである。杯部の口縁部は欠

図１８ ５号住居跡・出土遺物
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損するが，内面黒色処理されており，外面は脚部から杯部にかけてヘラケズリが施されている。

図１８－２は石製の紡錘車で，北周壁際の床面から出土したものである。高木遺跡では紡錘車の未

製品が住居跡内から出土していることから，集落内で生産されたものと考えられる。

図１８－３は径が約１�ほどの土製の丸玉である。外面は黒色処理され，部分的にミガキが施され

ている。穴のあいた面が平たく，両面から穿孔されていて，開口部がやや広くなっている。

ま と め

カマドは確認できなかったが，撹乱を受けた北周壁に設置されていた可能性があり，一辺４～５

ｍほどの大きさの標準的な住居として機能していたものと考えられる。

本住居跡から出土した遺物は少ないが，堆積土中から出土した土師器の細片は栗囲式期のものと

みられ，床面から出土した石製の紡錘車も同時期の竪穴住居跡から出土している。そのため本住居

跡はおよそ７世紀頃に営まれたものと考えられる。 （大 波）

６号住居跡 ＳＩ０６

遺 構（図１９，写真９・１０）

本遺構は調査区北部のＯ１８－５２・５３・６２・６３グリッドから検出された，調査区の西端に位置する竪

穴住居跡である。本住居跡の立地する地形は，西側は河川に面した勾配の急な斜面となり，東側は

本住居跡の立地する付近を頂点として緩やかに後背湿地へと傾斜している。また，他の住居跡との

関係は，本住居跡の北東隅では一辺が約２ｍほどの小型の竪穴住居跡である８号住居跡と重複して

おり，本住居跡のほうが新しい。

本住居跡はＬ�上面から検出できたが，深さは約１０�ほどしか残っていない。そのため住居跡内

堆積土は�１しか確認できず，灰黄褐色砂が堆積していた。住居跡の主軸方位はＮ４３°Ｗで真北から

大きく傾いているが，他の住居跡と同じように河川の流路方向を意識して造られているものと考え

られる。そのため流路方向を南北軸とすると，住居跡の大きさは，遺存する北周壁で約３．７ｍ，東周

壁で約３．３ｍを測り，東西に少し長い方形である。それぞれの周壁は緩やかに立ち上がっており，床

面はほぼ平坦であるが，貼床などは確認できなかった。他にカマド以外の住居跡と関連する付属施

設は認められなかった。

カマドは北周壁のやや東寄りに付設されていたが，燃焼部以外は検出できなかった。検出できた

カマド袖も床面から約１５～２０�ほどしか残っておらず，燃焼部内には暗褐色砂が堆積していた。燃

焼部は周壁をやや掘り込んで造られており，両袖とも奥壁から約５０�ほど張り出し，両袖間は約４０

�ほどである。カマド燃焼部の断ち割りからは，底面を椀状に掘り窪めて暗褐色砂で埋められてお

り，袖の部分には焼土塊を含んだ褐色砂が用いられていることがわかった。また，住居跡の南西隅

には長さ約４０�，幅約１５�，厚さ約５�ほどの板状の石が出土しているが，他の住居跡ではカマド

付近から出土した例がみられるため，燃焼部天井の構築材に利用されたものと考えられる。また，

カマドの燃焼部底面には土師器の甕２個体が出土しており，住居廃絶時に故意に置かれたものと考
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図１９ ６号住居跡
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　堆積土�

２　堆積土�

４　床面・堆積土�

６　床面・堆積土�

８　床面直上�

３　堆積土�

５　堆積土�

７　床面直上�
　　堆積土�

図２０ ６号住居跡出土遺物（１）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　カマド�
　　床面�

２　カマド�
　　�１�

えられる。

遺 物（図２０・２１，写真６５・６６）

出土した遺物は，土師器片１７７点，鉄片数点である。そのうち図示したものは土師器１０点である。

遺物はカマドの付く北周壁から西周壁にかけて出土しており，図示したものの多くは床面近くから

出土している。

図２０－１～４は土師器の有段丸底の杯で，同図４は床面から出土したため本住居跡に伴うものと

みられる。同図２は内面には明瞭な段が認められものの，外面は口縁部までケズリが施されており，

半球形をしている。同図３は内面がヘラナデのみで，底部は削り残したとみられる柱状の高台が付

いている。同図４は口縁部が外傾して開くもので，径約２２．７�，器高９．５�の法量の大きな杯である。

図２０－５は高杯で床面から出土した。口縁部が外傾する有段丸底の杯に，裾が「ハ」の字状に開

いた脚部が付くものである。

図２０－６～８，図２１－１・２は土師器の甕で，本住居跡に伴うものと考えられる。どの甕も体部

外面がハケメ調整されている。そのうち底部が遺存するものには木葉痕が認められるものが多く，

図２１－１の甕は底部の周縁に粘土を貼って仕上げられている。図２０－６・７の小型のものには，底

部にヘラケズリが認められ，同図７は全面的に施されている。甕は大中小の大きさが認められるが

図２１ ６号住居跡出土遺物（２）
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同じように煮炊具として使用されたとみられ，図２０－６や図２１－２の内面にはリング状に煤が付着

している。また，カマド内に置かれていた図２１－１・２はその中でも長胴のものであった。

ま と め

本住居跡の南側は複数の住居跡が著しく重複しており，そのような住居跡のほとんどが周壁の一

部分しか検出できなかった。そうした状況と比較すると本住居跡は出土遺物も多く，カマドも残っ

ていて遺存状態も良い。大きさは一辺が４ｍ未満とやや小さめの印象を受けるが，標準的な住居跡

のひとつであったものとみられる。また，他の住居跡との関係からカマドの位置を北周壁としたが，

主軸方位がＮ４３°Ｗと大きく傾くため，長軸方向を南北として東周壁とも捉えることができる。

出土遺物から，本住居跡は栗囲式期に営まれたものと考えている。 （大 波）

７号住居跡 ＳＩ０７

遺 構（図２２，写真１１・１２）

本遺構は調査区北部のＯ１８－７２・７３・８２・８３グリッドから検出された竪穴住居跡で，調査区の河川

に面した西端に位置するもののひとつである。本住居跡は複数の住居跡と重複しているが，他の住

居跡とは時期が異なる平安時代のもので，この付近の住居跡の中では最も新しい。

本住居跡のカマド部分はＬ�中から検出していたものの，西側の撹乱が著しかったために住居跡

の範囲を確定できなかった。そのため，東側に重複する１号住居跡を先行して調査を行ってしまっ

ている。しかしながら，本住居跡の床面は１号住居跡の床面よりもＬ�を深く掘り込んでいたため，

Ｌ�中からは確認できなかった東周壁のプランを検出することができた。住居跡の最も残りの良い

部分で土層断面を観察したところ，住居跡内堆積土は３層に分層できたが床面から約１０�ほどしか

残っておらず，堆積状況を判断できる材料にはならなかった。堆積土は砂層で占められるが，床面

上には薄く黒褐色土が堆積している。

住居跡の大きさは遺存する東周壁で約３．９ｍ，東西幅約４．５ｍを測り，東西に長い長方形である。

周壁はほとんど残らないが，比較的遺存状態の良い北周壁は直立して立ち上がる。床面はほぼ平坦

であり，南東隅には礫が散乱している。住居跡の主軸方位はＮ１８°Ｅである。

カマドは燃焼部のみ検出でき，煙道や煙出しは確認できなかった。カマド燃焼部は北周壁の中央

に付設されていたものと考えられるが，北東隅から約２ｍのところに位置する。燃焼部は北周壁を

約７０�ほど掘り込んで設置されているが，西袖部分は撹乱で破壊されて残っていない。遺存する東

袖も北周壁からほとんど張り出していなかった。カマド内堆積土は４層に分層でき，煙道方向から

流れ込んで堆積した様子が観察できる。燃焼部底面は焚口がやや窪むようであるが，ほぼ平坦であ

る。また，燃焼部底面からは土師器の甕と杯の２個体が，底部を上にして伏せた状態で重なって出

土している。甕は上半部を欠いていた。

他に柱穴等，住居に関わる施設は確認できなかった。
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０� ２ｍ�
（１/５０）�

０� １ｍ�
（１/２５）�

７号住居跡�

カマド�

Ａ�
１�

１� ２�

３�２�

撹　乱�

撹　　乱�

石�

石�

石�

Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

２０８.５０ｍ�

Ｂ�撹　乱�

１� ２� ３�

石�

４�

Ｂ′�

Ｂ
�

Ｂ
′
�

２０８.５０ｍ�

　７号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂（焼土・炭化物塊を少量含む）�
２　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�
３　７.５ＹＲ３/２　黒褐色土（ややしまりあり）�

　７号住居跡カマド堆積土�
１　７.５ＹＲ４/１　褐灰色砂�
２　５ＹＲ４/３　にぶい赤褐色土（焼土塊を多量含む）�
３　５ＹＲ４/２　灰褐色細砂（ややしまりあり，焼土塊を微量含む）�
４　１０ＹＲ３/２　黒褐色砂質土（しまりあり，焼土塊を少量含み，�
　　　　　　　 黒色土をやや多く含む）�

Ｘ:１６８,０８９�

Ｙ:５０,９７１�

Ｘ:１６８,０８５�

Ｙ:５０,９７１�

Ｘ:１６８,０８５�

Ｙ:５０,９６７�

Ｘ:１６８,０９０�

Ｙ:５０,９６８�

Ｘ:１６８,０９０�

Ｙ:５０,９７０�

Ｘ:１６８,０８８.５� Ｘ:１６８,０８８.５�

Ｙ:５０,９６８� Ｙ:５０,９７０�

ＳＩ２３�

ＳＩ０１�

ＳＩ３１�

ＳＩ０４�
ＳＩ１３�

ＳＩ０９�調
査
区
外�

ＳＩ０７�

図２３－１�

図２３－２�

図２２ ７号住居跡

第２章 遺構と遺物

３３



０� １０㎝�
（１/３）�

１　カマド�
　　床面直上�

２　カマド�
　　床面直上�

遺 物（図２３，写真６６）

出土した遺物は，土師器片

１４４点，須恵器片６点である。

そのうち図示したものはカマ

ド内から出土した土師器２点

で，確実に本住居跡に伴うも

のと考えられる。

図２３－１は土師器のロクロ

調整された内黒の杯で，口縁部と比べ底部が大きく，体部が直線的に外傾する。底部は回転糸切り

痕が残り，その周囲を手持ちヘラケズリで再調整している。

図２３－２は土師器の甕で，上半部分を欠いている。外面は縦方向のヘラケズリが認められる。

ま と め

本住居跡は北周壁にカマドの付く，東西幅約５ｍ，南北幅約４ｍの標準的な大きさの住居跡と推

察される。遺存状態が悪いため詳細は不明であるが，カマド部分は良好な状態で検出することがで

きた。カマドの燃焼部底面には土師器の杯と甕が伏せられて重なった状態で出土しており，カマド

袖は故意に壊されたものとみられ，ほとんど残っていなかった。そのような状況は住居の廃絶時に

おけるカマド祭祀に関係した儀礼の一端と考えられる。

カマドの燃焼部底面に置かれた遺物から，本住居跡は平安時代の初め頃に営まれた住居跡と考え

られる。この時期のものは調査区内からは検出できなかったが，隣接する高木遺跡からも数例が確

認されている。 （大 波）

８号住居跡 ＳＩ０８

遺 構（図２４，写真１３）

本遺構は調査区北部のＯ１８－５２グリッドから検出された，一辺が約２ｍほどの小型の竪穴住居跡

である。本住居跡の南東隅は６号住居跡と重複しており，本住居跡のほうが先に築かれている。

本住居跡の立地する地形は，西側は河川に面した勾配の急な斜面となり，東側は本住居跡の立地

する付近を頂点として緩やかに後背湿地へと傾斜している。また，住居跡の主軸方位はＮ２０°Ｅで，

西側に流れる阿武隈川の流路方向に合わせて造られているようである。

本住居跡はＬ�上面から検出できたが，深さは約１０�ほどしか残っておらず，住居跡内堆積土は

単層でしか確認できなかった。その単層の�１はＬ�の色調とほとんど変わらない暗褐色砂である。

住居跡の西周壁の一部は西側が斜面のため崩落したものとみられ，北西隅は撹乱を受け，南東隅は

６号住居跡に破壊されているため，遺存状態は良くない。住居跡の大きさは東西幅約２．３ｍ，南北幅

約１．９ｍほどで，東西に長い方形である。

カマドや他の付属施設は確認できなかった。

図２３ ７号住居跡出土遺物
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０� ２ｍ�
（１/５０）�

０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

８号住居跡�

Ａ�

撹　乱�

１�
Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

２０８.５０ｍ�

　８号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ３/３　暗褐色砂�

Ｘ:１６８,１００�

Ｙ:５０,９６５�

Ｘ:１６８,１００�

Ｙ:５０,９６８�

Ｘ:１６８,０９７�

Ｙ:５０,９６５�

Ｘ:１６８,０９７�
Ｙ:５０,９６８�

ＳＩ０５�

ＳＩ０６�

ＳＩ０６�

ＳＩ０２�

調
査
区
外�

ＳＩ０８�

図２４－２�

図２４－１�

１　床面直上� ２　堆積土�

３　堆積土�

４　撹乱�

調

査

区

外

�

遺 物（図２４，写真８４・８５）

出土した遺物は，土師器片９０点，須恵器片３点，土製品１点，鉄製品１点である。そのうち図示

したものは４点である。

図２４－１・２は土師器である。同図１は高杯で床面から少し浮いた状態で出土した。杯部は欠け

ていて不明であるが内面黒色処理されており，脚部は柱状で裾が「ハ」の字状に開いている。脚部

の柱状部分の中空となるところは，棒状のものを差し込んだような痕跡である。同図２は甕で口縁

部が「く」の字状に開き，体部外面はハケメ調整されている。

図２４－３は土製の管玉の欠損品で外面が黒色処理され，ミガキが施されている。

図２４－４は鉄製の角釘である。

ま と め

本住居跡は一辺約２ｍの小型の住居跡である。遺存状態が悪いことから断定できないが，小型で

カマドも検出できなかったことから一般的な居住用ではなかった可能性が考えられる。出土遺物は

少ないが，床面近くから出土した高杯脚部は柱状となっており，本住居跡は栗囲式期でも古段階に

図２４ ８号住居跡・出土遺物
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０� ２ｍ�
（１/５０）�

Ａ�

４�

３� ２� １�

撹　乱�

撹
乱�

撹　乱�

Ａ′�

Ａ�

Ａ′
�

２０８.６０ｍ�

　９号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂　　　３　１０ＹＲ３/２　黒褐色砂�
２　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂　　　４　１０ＹＲ３/１　黒褐色細砂（ややしまりあり）�

Ｘ:１６８,０９４�

Ｙ:５０,９６６�
Ｘ:１６８,０９４�

Ｙ:５０,９７０�

Ｘ:１６８,０８９�

Ｙ:５０,９６６�

Ｘ:１６８,０８９�

Ｙ:５０,９７０�

ＳＩ０６�

ＳＩ０２�

ＳＩ０４�

ＳＩ３１�

ＳＩ０１�

ＳＩ２３�

ＳＩ１３�

ＳＩ０７�

ＳＩ０９�

図２６－３�

図２６－２�

図２６－４�

９号住居跡�

調
査
区
外�

営まれたものと考えられる。

また，本住居跡から出土した角釘は竪穴住居跡に使用されたものではなく，調査区の東側から小

ピットが多数検出できたことから，掘立柱建物跡に使用されたものとみられる。 （大 波）

９号住居跡 ＳＩ０９

遺 構（図２５，写真１４）

本遺構は調査区北部のＯ１８－６２・６３・７２・７３グリッドから検出された，調査区の河川に面した西端

に位置する竪穴住居跡のひとつである。本住居跡は複数の住居跡と重複しており，それぞれの関係

は２３号住居跡→１３号住居跡→９号住居跡→７号住居跡の順に造られる。

本住居跡は７号住居跡と南周壁部分を重複するが，本住居跡のほうが深く掘り込まれていたため

に南周壁の一部を確認できた。しかし，西側斜面および南東隅は撹乱を受けていて，遺存状態はよ

くない。本住居跡はＬ�上面から検出できたが，深さは約１０�ほどしか残っていない。住居跡内堆

積土は４層に分層したが，�１～３は河川側から流れ込んだように堆積している。�４はしまりが

図２５ ９号住居跡
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　堆積土�

２　床面�

３　床面直上�

４　床面�

あり，他の堆積土とは質感が異なっており，床面上に薄く堆積していた。住居跡の大きさは南北幅

が約４．２ｍ，東西幅は遺存する部分で約３．７ｍである。周壁は直立して立ち上がり，床面はほぼ平坦

である。カマドなどの付属施設は確認できなかった。住居跡の主軸方位はＮ１７°Ｗと，南北基準線に

対してやや西に傾いている。

遺 物（図２６，写真６６）

出土した遺物は，土師器片１９２点，土製品１点である。そのうち図示したものは土師器４点である。

図２６－２～４は床面および床面直上から出土している。

図２６－１の底部は欠けているが，内黒の有段丸底の杯である。

図２６－２・３は本住居跡から出土した特徴的な遺物である。器形としては甕に類似のものもみら

れるが，煮炊具として使用されていないことから椀として報告することとする。器形は口縁部が内

湾する半球形である。調整は口縁部がヨコナデ，体部外面がヘラナデ，内面がヘラミガキ後に黒色

処理される。同図３の底部には木葉痕が認められ，周縁には粘土が貼り付けられている。法量は同

図２６ ９号住居跡出土遺物
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図３が口縁部径１８．７�，底径８．８�，器高１４．２�である。同図２は上半部約１／３ほどしか残っていな

いが，口縁部径約１６．７�とほぼ同じ大きさであり，同じ目的で使用されたものとみられる。

図２６－４は甕で，体部外面はハケメ調整されている。

ま と め

本住居跡の西側部分は河川に面した斜面となって崩落しており，住居跡の範囲は確定できなかっ

た。カマドは検出できなかったが，崩落した部分に設置されていたものと考えられる。本住居跡は

旧地形の自然堤防の頂部に位置し，周囲には竪穴住居跡が著しく重複する。自然堤防は現地形より

北西方向に延びていたものと推測され，集落はこの付近で検出された住居跡のさらに西側にも広がっ

ていたものと考えられる。

出土遺物は少ないため時期を特定することは難しいが，住居跡の時期は栗囲式期に上限が求めら

れる。栗囲式期から国分寺下層式期に営まれたもののようである。 （大 波）

１０号住居跡 ＳＩ１０

遺 構（図２７・２８，写真１５・１６）

本遺構は，Ｏ１９－１３・１４・２２～２４・３２～３４グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたの

は，北ノ脇遺跡の南端で，自然堤防の南向き斜面である。周囲には，数多くの住居跡が分布してい

る。

重複関係は，２軒の竪穴住居跡と重複している。２４号住居跡と，高木遺跡の１８１号住居跡を切って

いる。また，北西隅から南東隅にかけては，配水管埋設溝が横切っており，その影響で，周囲の土

層は，青白くグライ化していた。このため，本住居跡はプランの確認が難しく，精査着手までに，

思いのほか時間がかかってしまった。

堆積土は，にぶい黄橙色砂が１層だけ認められた。自然堆積土か人為堆積土かは，不明である。

床面は，ド－ナツ状の掘形に，灰黄褐色砂を充填することで，平坦に整えられている。踏み締まり

に関しては，配水管埋設溝の撹乱で，十分な観察が行うことができなかった。検出面と床面の比高

差は，６～９�を測る。

本住居跡の平面プランは，正方形基調を呈している。規模は，東西７．４ｍ，南北７．４ｍを測り，大

型の部類に属する。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に２３°振れている。

カマドは，西周壁で検出された。位置は，ほぼ中央である。煙道部は，周壁から長さ２２０�を測り，

煙出し孔側の底面は，窪んでいた。燃焼部は，袖長８８�，焚口幅６０�を測る。底面と側壁内面は強

く焼けており，その範囲は，煙道部にも及んでいた。

ピット類は検出されていない。

遺 物（図２９～３１，写真６６・８１～８５）

遺物は，土師器片１，６４３点，須恵器片５９点，瓦片１点，土製品６点，石製品，鉄製品などが出土し

た。図示遺物は，３４点を数える。それらの出土状況は，掘形埋土と堆積土に集中しており，床面の
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０� ２ｍ�
（１/６０）�

Ａ�
１� １�

撹乱�
撹乱�掘形� 掘形� 土器� 土器�石�

焼土�

撹　乱�

撹　乱�

撹乱�

Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

２０８.３０ｍ�

　１０号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�

Ｘ:１６８,０６６�

Ｙ:５０,９６８�

Ｘ:１６８,０７３�

Ｙ:５０,９６８�

Ｘ:１６８,０６６�

Ｙ:５０,９７６�

Ｘ:１６８,０７３�

Ｙ:５０,９７６�

ＳＩ１４�

ＳＩ２４�

高木�
ＳＩ１８１�

高木�
ＳＩ１９２�

ＳＩ１０�

図３０－４�

図２９－１４�

図３０－５�

図３０－７�

図３０－６�

図３０－１�

１０号住居跡�

高木�
ＳＩ１８１�

図２７ １０号住居跡
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　１０号住居跡カマド堆積土�
１　１０ＹＲ６/４　にぶい黄橙色砂�
　　　　　　　（焼土を含む）�
２　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
　　　　　　　（焼土を含む）�
３　１０ＹＲ７/４　にぶい黄橙色砂�
　　　　　　　（焼土を含む）�
４　１０ＹＲ５/２　灰黄褐色砂�
５　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�
６　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂�
７　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
８　１０ＹＲ７/２　にぶい黄橙色砂�
　　　　　　　（粘性あり，焼土�
　　　　　　　　塊を含む）�

Ｘ:１６８,０７０�

Ｙ:５０,９６６�

Ｘ:１６８,０７２�

Ｙ:５０,９６６�

Ｘ:１６８,０７０�

Ｙ:５０,９６９�

Ｘ:１６８,０７２�

Ｙ:５０,９６９�

１０号住居跡カマド�

焼土�

ものは，わずか７点に過ぎない。しかし，出土層位は違っても，年代的に大きな開きは認められず，

まとまりのある内容となっている。また，組成の面からいうと，須恵器の占める割合が高いことが，

特徴として指摘できる。

図２９－１～１１・１３は，土師器杯である。１・４～９は，有段丸底杯の最終段階に位置付けられる

ものと思われる。口縁部が内湾しており，その下端の段は痕跡的で，沈線状をなす。したがって，

それら７点の杯は，国分寺下層式に比定して問題無かろう。それに対して，１０は，一見すると，ロ

クロ土師器と勘違いしてしまうような特徴的な器形を呈している。底部は平底で，口縁部が直線的

に開いている。また，同じ平底の１１では，底部外面に糸切り痕が観察される。これも，ロクロ土師

器につながる須恵器製作技術の影響とみることができよう。さらに，１３の大型杯も，平底の可能性

がある。なお，２・３は，口縁部が直立・内傾するもので，これらとは別系譜と考えられる。

図２９－１２は，土師器小甕である。器高が高く，口縁部が内傾する。内面が，ミガキ・黒色処理さ

れていることから，煮炊具ではないと判断される。

図２９－１４は，ロクロ調整の土師器甕である。須恵器とみた方が無難とも考えたが，器表面に黒斑

とみられる痕跡があり，ここでは，一応，土師器と理解しておく。北陸や出羽にみられる鍋に類似

図２８ １０号住居跡カマド
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　掘形埋土�

４　掘形埋土�

６　堆積土�

８　堆積土�

１０　掘形埋土�

１２　掘形埋土�

５　堆積土�

７　堆積土�

９　掘形埋土�

１１　掘形埋土�

１３　掘形埋土�

１５　堆積土�

１４　床面�

２　掘形埋土�

３　堆積土�

図２９ １０号住居跡出土遺物（１）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　床面�

３　掘形埋土�

５　床面直上�

７　床面直上� ８　堆積土�

９　掘形埋土�

４　床面直上�

６　床面直上�

２　堆積土�

１０　掘形埋土�

図３０ １０号住居跡出土遺物（２）
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０� １０㎝�
（１/３）�

０� ５㎝�
（１/２）�

９　掘形埋土�

１　掘形埋土�
�

２　堆積土�

３　堆積土� ４　堆積土�

５　掘形埋土�

６　掘形埋土�
７　床面直上�

８　堆積土�

した器形を呈している。外面に，平行タタキメが観察される。

図２９－１５は，ミニチュアの土師器杯である。

図３０－１・２は，須恵器杯である。１は，底部静止糸切り底で，周縁に手持ちヘラケズリ調整が

施されている。２は，底部切り離しが不明である。全面に，回転ヘラケズリ調整が施されている。

図３０－３は，須恵器高台杯である。身の深い椀状の杯部に，高台が付く。

図３０－４～１０は，須恵器甕である。このうち，４～７の口縁部片は，床面で出土している。細部

に着目すると，４は，口縁端部が下方に下がっており，５～７は，凹面をなすという違いが認めら

れる。８は，胴部肩の破片とみられる。外面にカキメ調整が施されている。９は胴部肩の破片で，

外面に平行タタキメが観察される。１０は，胴下部の破片である。同じく，外面に平行タタキメが観

図３１ １０号住居跡出土遺物（３）
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察される。

図３１－１は，土製勾玉である。細身の形状であり，屈曲が弱い。

図３１－２・３は，土鈴の破片である。３は，つまみが残っている。

図３１－４は，土製支脚の破片である。３本の棒に粘土を巻いて成形・焼成したものと思われる。

その痕跡が，空洞になってあらわれている。

図３１－５・７は，用途不明品である。５は土製品で，指の腹で表面を押さえただけの簡単な成形

が行われている。７は鉄製品で，欠損しているので，全体の形状は判明しない。

図３１－６は，鉄製刀子である。先端が欠けている。

図３１－８は，丸瓦片である。凸面は縦位にヘラケズリされており，凹面には，単一の布目痕が観

察される。小破片で，判断に苦しむが，行基式丸瓦の広端部と推定される。

図３１－９は，砥石である。小型品で，断面は方形をなす。

ま と め

本住居跡は，北ノ脇遺跡南端の南向き斜面で検出された竪穴住居跡である。平面プランは，正方

形を呈しており，規模が大きい。カマドの燃焼部は，強く焼けていた。

本住居跡では，掘形埋土と堆積土で，まとまりのある遺物に恵まれた。その内容は，退化した有

段丸底杯が主体をなしている。したがって，本住居跡が営まれた時期は，国分寺下層式期の古い段

階に求められるとみてよかろう。

ただ，その中には，既に次型式の新しい要素が認められた。土鈴の存在から，本住居跡の居住者

には，手工業生産に関わっていたことが推測されるので，それが，通常消費地に先行して，こうし

た現象を生む要因になったと考えられる。また，丸瓦が出土したことは，周辺に瓦使用の施設が営

まれていた可能性を暗示していると思われる。 （菅 原）

１１号住居跡 ＳＩ１１

遺 構（図３２，写真１７）

本住居跡は調査区のＯ１８－８４・９４・９５，Ｏ１９－４グリッドに位置し，Ｌ�中層において検出された。

本遺構が位置するのは，本遺跡の調査区のほぼ中央で，平坦な地形である。本住居跡は４０号住居跡

と重複し，本遺構が新しい。また，３８・４１号住居跡とも重複すると思われるが，本住居跡の東側に

は撹乱が及んでいて，新旧関係については不明である。

本住居跡の東周壁は撹乱によって失われ，検出できなかった。遺存する南・北・西周壁から推測

される平面形は，ほぼ方形である。規模は南北幅が３４５�で，東西幅もこれに近い数値と考えている。

検出面から床面までの深さは最大２３�を測る。住居跡の周壁は垂直に立ち上がる。東周壁を基にし

た住居跡と方位の関係はＮ３０°Ｅを示す。床面はＬ�を掘り込んで直に床とし，概ね平坦である。床

面に踏み締まりは認められないが，住居跡内堆積土に比較するとやや締まりが感じられる。

住居跡内堆積土はにぶい黄褐色砂質土�１の単層で，明黄褐色砂質土を少し含んでいる。堆積状
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０� ２ｍ�
（１/５０）�

０� １０㎝�
（１/３）�

　１１号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ５/４　にぶい黄褐色砂質土�
　　　　　　　（ややしまりなし，�
　　　　　　　　明黄褐色砂質土を�
　　　　　　　　少量含む）�Ａ

�

１
�

２０
８
.５０
ｍ
�

Ａ
′
�

Ａ
�

Ａ
′
�

１１号住居跡�

ＳＩ１１�

Ｘ:１６８,０８０�
�

ＳＩ３８�
�

撹　乱�

１　堆積土�

ＳＩ０１�

ＳＩ４１�

ＳＩ４０�

Ｙ:５０,９７４�

Ｘ:１６８,０８４�

Ｙ:５０,９７４�

Ｘ:１６８,０８０�

Ｙ:５０,９７９�

況を推測できるには至っていないが，土質から判断すると自然堆積土の可能性が高く，埋没も極め

て短期間に進んだものとみている。

カマドや柱穴などの住居施設は一切検出できなかった。しかし，本住居跡の東に位置する撹乱内

に，焼土塊の僅かな集積が確認され，これが本住居跡のカマドの痕跡である可能性もある。

遺 物（図３２）

本住居跡からは土師器片２０点，須恵器片３点，石製品４点が出土している。遺物は堆積土中から

土師器の甕や杯の細片が散発的に出土するが，特に集中する地点はみられなかった。ここでは土師

器１点を図示した。

図３２－１は土師器の甕の底部で，調整にヘラナデが認められる。

ま と め

１１号住居跡は遺存状態が悪く，カマドや柱穴などの住居跡施設も一切認められなかった。しかし，

ほぼ方形に企画され，床面が平坦に造られていることなどから，竪穴住居跡と判断した。堆積土は

しまりのないやや粗い砂質土で，床面までの深さがあるにもかかわらず単層であることから，本住

居跡の埋没はかなり急速に進んだものとみている。出土遺物から年代を特定することは難しいが，

周辺で検出された住居跡の遺物とそれほど異なったものは認められない。 （木 村）

図３２ １１号住居跡・出土遺物
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０� ２ｍ�
（１/５０）�

０� １０㎝�
（１/３）�

　１２号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�

Ａ� １�
１�２０８.１０ｍ�

Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

１２号住居跡�

図３３－１�

ＳＩ１２�

高木�
ＳＩ１９４�

ＳＩ２７�

�

ＳＩ２７�

�

１　床面直上�

２　�１�

ＳＩ２５�

ＳＩ３３�

ＳＩ２５�
ＳＩ２７�

ＳＩ１７�ＳＩ３７�

Ｙ:５０,９７３�

Ｘ:１６８,０６４�
Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０６４�

Ｙ:５０,９７３�

Ｘ:１６８,０５７�

Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０５７�

図３３ １２号住居跡・出土遺物
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１２号住居跡 ＳＩ１２

遺 構（図３３，写真１８）

本遺構は，Ｏ１９－４４・４５・５４・５５グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，北ノ脇

遺跡南端の南向き斜面である。北側に，数多くの住居跡が分布している。

重複関係を整理しておくと，本住居跡は，２５・２７号住居跡に切られ，３７号住居跡を切っている。

この重複で，床面の３分の２近くが破壊されている。しかし，周壁は比較的破壊を免れており，平

面プランはおおよそ把握できる。

堆積土は，にぶい黄橙色砂が１層だけ認められた。自然堆積か人為堆積かは，不明である。床面

は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。踏み締まりは認められなかった。検

出面と床面の比高差は，８～１１�を測る。

本住居跡の平面プランは，正方形基調を呈している。規模は，東西６．２ｍ，南北６．５ｍを測り，大

型の部類に属する。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に１７°振れている。

カマドは，検出されなかった。遺構の残り具合をみると，北周壁か東周壁のどちらかに設置され

ていた可能性が高いと推定される。しかし，それ以上の踏み込んだ言及はできない。

ピット類は検出されなかった。

遺 物（図３３，写真６７）

遺構の残りが不良であったのに，遺物は，土師器片３４０点と比較的多くが出土した。しかし，図示

できたのは，２点しかない。

図３３－１は，遺構に共伴する土師器杯である。南周壁そばの床面直上で出土した。口縁部の内湾

した有段丸底の形態を呈する。内面は，口縁部下端に稜が認められる。

図３３－２は，小型の土師器球胴甕である。胴部中央が強く張っており，算盤玉状を呈する。口縁

部は，「く」の字状に強く屈曲する。

ま と め

本遺構は，北ノ脇遺跡南端の南斜面に営まれた竪穴住居跡である。重複遺構の破壊で，遺構は残

り不良であった。このため，カマドや細部施設は，検出されていない。

本住居跡が営まれたのは，床面から出土した遺物から，栗囲式期に比定される。 （菅 原）

１３号住居跡 ＳＩ１３

遺 構（図３４，写真１９）

本遺構は調査区北部のＯ１８－６３・７３・８３グリッドから検出された，調査区の河川に面した西端に位

置する竪穴住居跡のひとつである。本住居跡は複数の住居跡と重複しており，それぞれの関係は２３

号住居跡→１３号住居跡→９号住居跡→７号住居跡の順に造られている。

本住居跡の大部分が９号住居跡と重複し，大きく撹乱も受けているため，住居跡の一部分しか検
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０� ２ｍ�

（１/５０）�

０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

　１３号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�
２　１０ＹＲ５/２　灰黄褐色砂�
３　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂�

Ａ
�

１
�

３
�

２
�

２０
８
.５０
ｍ
�

Ａ
′
�

Ａ
�

Ａ
′
�

１３号住居跡�

ＳＩ１３�

ＳＩ２３�

１　堆積土�

２　堆積土�

ＳＩ０１�

Ｘ:１６８,０８８�
�

撹　乱�

撹　乱�

ＳＩ０９�

�

Ｙ:５０,９６６�

Ｘ:１６８,０９３�

Ｙ:５０,９７０�

Ｘ:１６８,０９３�

Ｙ:５０,９６６�
�

Ｘ:１６８,０８８�

Ｙ:５０,９７０�

調
査
区
外�

ＳＩ０９�

ＳＩ２３�
ＳＩ３１�

ＳＩ０７�

出できなかった。住居跡はＬ�上面から検出できたが，付近の住居跡と同様に床面から約１０�ほど

の深さしか残っていない。しかし住居跡内堆積土は�２・３が壁際の三角堆積と考えられ，�１が

レンズ状に堆積することから自然堆積である。

住居跡の大きさは検出できた東周壁が約４．７ｍ，遺存する部分の東西幅が約４．５ｍを測る。住居跡

の主軸方位はＮ４２°Ｗと真北から大きく傾いている。住居跡の周壁はほぼ直立して立ち上がるが，北

東隅はほとんど遺存していない。床面はほぼ平坦で，貼床等は認められず，９号住居跡の床面との

高低差はほとんどなかった。

図３４ １３号住居跡・出土遺物
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また，東周壁と南周壁の壁際の一部しか確認できなかったため，カマドなどの本住居跡の付属施

設は認められなかった。

遺 物（図３４）

出土遺物は少なく，土師器片３７点，土製品１点である。そのうち図示したものは土師器甕１点と

土製丸玉１点である。

図３４－１は甕の底部周辺の部分で，底部周囲はヘラナデしており，底部には木葉痕が認められる。

図３４－２は黒色処理された丸玉である。穿孔された部分から半分に割れていたため，穴は両面か

ら穿たれていたことが観察できた。

ま と め

本住居跡は，複数の住居跡と重複するため遺存状態は悪く，東周壁側の一部分しか検出できなかっ

た。そのため出土遺物も少なく，確実に本住居跡に伴うものは確認できなかった。しかし，重複す

る９・２３号住居跡が営まれた時期とは大きく隔たらないものと考える。

本住居跡が位置する自然堤防は，旧地形ではさらに北西方向に延びていたものと考えられ，頂部

にあたるこの付近では住居の建て替えが頻繁に行われたものと推察される。 （大 波）

１４号住居跡 ＳＩ１４

遺 構（図３５，写真２０）

本遺構は調査区北部のＯ１９－１４・１５・２４・２５グリッドから検出された竪穴住居跡で，旧地形の自然

堤防の頂部の平坦なところに立地する。この付近は著しく住居跡が重複しており，本住居跡も２４・

３９号住居跡を掘り込んで造られている。

本住居跡はＬ�中から検出できた住居跡である。

住居跡の北東隅部分には，大きな撹乱が入り込んでいたが，重複する住居跡の中では最も新しかっ

たため，住居跡の範囲を確定することができた。住居跡内堆積土は，３層に分層できるが，大きく

上下の２層に分けられる。�１は下層の�２・３の上にレンズ状に堆積するため，自然堆積と考え

られる。

本住居跡の大きさは，一辺約３．５ｍほどのほぼ正方形の住居跡である。住居跡の主軸方位はＮ４２°

Ｗと真北から大きく傾くが，他の住居跡との関係からカマドの設置される周壁を西周壁として報告

することとする。深さは検出面から約３０�前後で，東周壁側ではほぼ直立する。床面はほぼ平坦で

あるが，しまりは認められなかった。

カマドは西周壁に付設されていたようであるが，燃焼部の掘形しか検出できなかった。掘形は西

周壁のほぼ中央に位置し，大きさは長軸約９０�，短軸約６０�の不整な方形である。周壁をやや掘り

込んで造られており，底面は薄赤く熱変していた。掘形内の堆積土は３層に分層できたが，ほぼ全

体が�３の褐色砂質土で埋まっていた。

他に住居跡と関係する施設は確認できなかった。
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０� ２ｍ�

（１/５０）�

０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

　１４号住居跡堆積土�
１　５ＹＲ３/２　暗赤褐色砂（褐灰色砂塊を斑状に含む）�
２　１０ＹＲ３/３　暗褐色砂�
３　１０ＹＲ３/１　黒褐色砂�

　１４号住居跡カマド堆積土�
１　７.５ＹＲ３/２　黒褐色土（黒色土・�
　　　　　　　　焼土粒を少量含む）�
２　５ＹＲ４/４　にぶい赤褐色砂質土�
　　　　　　　（焼土粒を多量含む）�
３　７.５ＹＲ４/３　褐色砂質土�
　　　　　　　（灰褐色砂質土塊を多量，�
　　　　　　　　焼土粒を少量含む）　�

Ｂ� １�

２�３�

２０８.２０ｍ�
Ｂ′�

Ｂ
�

Ｂ
′
�

Ａ�

１�
２�

３�

２０８.３０ｍ�
�

Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

１４号住居跡�

１　堆積土�

２　堆積土�

３　堆積土� ４　堆積土�

撹　　乱�

焼土�

Ｘ:１６８,０７０�
�

ＳＩ１４�

ＳＩ３２�

ＳＩ１０�

ＳＩ２４�
ＳＩ３９�

Ｙ:５０,９７６�

Ｘ:１６８,０７５�

Ｙ:５０,９８０�
�

Ｘ:１６８,０７５�

Ｙ:５０,９７６�

Ｘ:１６８,０７０�

Ｙ:５０,９８０�

図３５ １４号住居跡・出土遺物
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遺 物（図３５・８４）

出土遺物は，土師器片４８３点，須恵器片８点，土製品３点である。そのうち図示したものは４点で，

どれも堆積土中から出土したものである。

図３５－１は土師器の内黒の丸底杯で，体部から底部にかけてヘラケズリが施されているが，口縁

部との境に明瞭な段が認められない。

図３５－２は須恵器の甕の細片で，口縁部近くに波状文が認められる。

図３５－３・４は土製の丸玉で，表面が黒色処理される。

ま と め

本住居跡は一辺約３．５ｍの正方形の竪穴住居跡で，西周壁にカマドが設置されている。カマドは掘

形しか確認できなかったことから，住居の廃絶時に取り壊されたものと考えている。また，本住居

跡より北に位置する１１・２０号住居跡は，同じく一辺約３．５ｍの正方形の竪穴住居跡とみられ，３遺構

ともＬ�中から検出でき，堆積土は短期間に埋没したものと推察される砂層であった。それぞれの

住居跡は遺構に伴うと判断できる遺物が少なく，カマドは１１・２０号住居跡からは検出できず，本住

居跡からは，掘形のみであった。そのようなことから，１１・１４・２０号住居跡の３軒は同時期に営ま

れ，同じように住居内のかたづけを行って廃棄されたものと推察される。

出土遺物から年代を特定することは難しいが，堆積土中から出土した図３５－１の杯は国分寺下層

式期のものとみられる。本住居跡と１１・２０号住居跡の３軒は，それぞれに重複する住居跡のほうが

先に造られており，３軒の住居跡は周囲の住居跡の中では新しい段階に属するものと考えられる。

（大 波）

１５号住居跡 ＳＩ１５

遺 構（図３６・３７，写真２１・２２）

本住居跡は調査区のＯ１８－９７，Ｏ１９－６・７グリッドに位置し，Ｌ�上面において検出された竪

穴住居跡である。本住居跡は自然堤防の頂部から東側の後背湿地へと緩やかに傾斜する変換点に立

地する。住居跡の南西方向には竪穴住居跡が著しく重複しており，東側からはピットが多数検出さ

れた。本住居跡の東側からは住居跡は検出できなかったが，西側は複数の住居跡と重複している。

重複する住居跡は，４１・１８号住居跡で，それらよりも本住居跡のほうが新しい。

本住居跡はＬ�上面から検出できたが，Ｌ�中から本住居跡のものとみられる多数の遺物が出土

している。そのため遺物の出土範囲を島状に残しながら検出作業を行った。住居跡はＬ�を僅かに

掘り込んで造られており，検出面から床面までの深さは約１０�前後であった。そのため，住居跡内

堆積土は灰黄褐色砂の単層でしか確認できず，堆積状況を判断できる材料とはならなかった。住居

跡の大きさは，南北幅約２．９ｍ，東西幅約２．７ｍの一辺約３ｍほどで，正方形の小型の住居跡である。

床面はほぼ平坦であるが，しまりはなかった。住居跡の主軸方位はＮ２０°Ｅである。

本住居跡からはカマド等の付属施設は確認できなかった。
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０� １ｍ�

（１/２５）�

　１５号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�

Ａ�

１�

撹　乱�

２０８.００ｍ�
�

Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

１５号住居跡�

ＳＩ１５�

ＳＩ３０�

Ｙ:５０,９８６�

石�

石�

石�

石�

ＳＩ４１�

ＳＩ２６�

ＳＩ３８�
ＳＩ１８�

ＳＩ３２�

Ｘ:１６８,０７７�

Ｙ:５０,９８３� Ｙ:５０,９８６�

Ｘ:１６８,０７７�
�

Ｘ:１６８,０８０�
�

遺 物（図３８～４０，写真６７・６８・８４）

本住居跡からは土師器片５８７点，須恵器片４点，土製品１点など，多数の遺物が出土している。そ

れらの遺物は住居の廃絶時にまとめて捨てられたものと考えられ，住居跡の規模に比べ遺物量が多

いことから複数の住居分をまとめて投棄した可能性もある。本住居跡から出土した遺物のうち，床

面近くからまとまって出土したものを平面図上で示したが，他の遺物の位置も床面とあまり変わら

ないため一括投棄された遺物と判断する。ここでは，土師器の杯３点，甑３点，甕類７点，須恵器

片１点を図示した。

図３８－１～３は土師器の杯である。同図１は平底化しているが，どれも内黒の有段丸底のもので

ある。同図１・２は口縁部が大きく外傾して開くが，同図３は直立気味に開き，先端部分が僅かに

内湾する。

図３６ １５号住居跡

第２編 北ノ脇遺跡

５２



図３８－５� 図３８－３�
図３８－２�

図３８－１�

図４０－１�

図３８－６�

図３８－９�

図３９－３�

図３８－８�図３８－７�

図３９－２�

図３８－４�

図３９－１�

石�

石�

石�

石�

甕類は体部が球胴のものと，口縁部径が最大となるものとに大きく分けられる。球胴の甕は図３８

－９・図３９－３の２点であるが，図３９－３は胴部の最大径が約３０�となる極めて大きいものである。

どちらも下半部が欠けていて不明であるが，口縁部がヨコナデ，体部がヘラナデされており，図３９

－３は体部外面と口縁部内面にヘラミガキが施されている。

その他の甕は煮炊具として使用されるもので，大小の大きさがある。図３８－５・６は器高が約１０

�ほどの小型甕で，口縁部と体部の境が明瞭でなく，体部外面にハケメ調整が認められる。同図５

は完形で，口縁部の内面にはリング状に付着した煤が観察できる。図３８－７・８，図３９－２の３点

は器高が高くなり，口頸部が「く」の字状に屈曲している。そのうちの図３８－７，図３９－２は内外

面ともハケメ調整が認められ，外面が縦方向，内面が横方向に施されている。図３９－２は胴部が長

く発達したものであるが，胴部の下方できれいに割り揃えられている。遺存する高さは約２５�ほど

で，同図１の甑とほぼ一致している。また，同図２の甕はある程度乾燥させてから器壁を厚く作り

なおしているようで，割れ口の内部からはハケメ調整された器面が確認できた。先に造られた部分

のハケメ調整は内外面とも横方向に施されている。

図３８－４，図３９－１，図４０－１は土師器の甑である。甑は大小の大きさの違いが認められるが，

それぞれは甕の器形に認められるものである。

図３７ １５号住居跡遺物出土状況

第２章 遺構と遺物
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１　床面直上�

２　床面直上�

６　床面直上�

４　床面�

８　床面�

５　床面直上�

９　床面直上�

７　検出面�

３　堆積土�

０� １０㎝�
（１/３）�

図３８ １５号住居跡出土遺物（１）
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１　床面直上�

２　床面直上�

３　床面直上�

４　床面直上�
５　堆積土�

０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

０� ２０㎝�
（１/６）�

図３９ １５号住居跡出土遺物（２）
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１　床面直上�

０� １０㎝�
（１/３）�

図３８－４は小型の甑で，無底式のものであ

る。体部は内外面をヘラケズリで形を整えて

おり，部分的にハケメやヘラミガキの調整が

認められる。図４０－１は底部が欠けているが，

図３９－１と同じ無底式の甑と考えられる。体

部外面は縦方向にヘラケズリが認められ，内

面はヘラミガキが施されている。

図３９－４は須恵器の大甕で，体部下半のも

のとみられる。外面には平行タタキメが観察

できる。

ま と め

本住居跡は一辺約３ｍの小型の住居跡でカ

マドは検出できなかった。ほぼ同位置からは

本住居跡よりもひとまわりほど大きな１８号住

居跡が検出されている。１８号住居跡は西周壁

が撹乱を受けていて不明であるが，本住居跡

にはカマドが無く，どちらの住居跡も小型で

あることから，居住用の一般の住居跡とは異なった用途が考えられる。そのように考えれば，本住

居跡は１８号住居跡と同じ目的で同位置に建て替えられたものと推察することもできよう。

また，本住居跡の東・南周壁の外側からは，著しく重複したピットが周壁に平行して並んで検出

された。それらは後背湿地側から多数検出できたピット群と同じく，住居跡よりも新しい時期のも

のである。本住居跡とは直接的には関わらないが，同じ位置に小規模の建物が建てられていた可能

性があり興味深い。

本遺構の時期は，出土した遺物から栗囲式期と考えられる。 （大 波）

１６号住居跡 ＳＩ１６

遺 構（図４１・４２，写真２３・２４）

本遺構は，Ｏ１９－１７・１８・２７・２８・３７・３８グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，

北ノ脇遺跡南端の東向き斜面である。北西側に，数多くの住居跡が分布している。

重複関係を整理しておくと，本住居跡は，１７・３０号住居跡を切っている。このうち，１７号住居跡

との関係は，重複部分が少ないうえ，ちょうどそこに大きな撹乱があったので，前後の把握が微妙

であった。遺物の特徴でも，両者の時期は近接している。

堆積土は，３層に分層された。断面は，典型的なレンズ状堆積の様相を呈している。このことか

ら，遺構は，自然に埋没したと考えている。床面は，灰白色粘土混じりの貼床が，カマド周辺に施

図４０ １５号住居跡出土遺物（３）
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Ｙ:５０,９８５�

Ｘ:１６８,０７３�
撹　乱�

撹　乱�

調�

区�

焼土�

土器�
土器�

３� ２�
３�２�

１� １�

Ｙ:５０,９８５�

Ｘ:１６８,０６６�

Ｙ:５０,９９０�

Ｘ:１６８,０６６�

２０７.９０ｍ�
Ａ� Ａ′�

１６号住居跡�

ＳＩ１６�

ＳＩ３０�ＳＩ３２�

ＳＩ１７�

（１/５０）�
０� ２ｍ�

　１６号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂（マンガン斑が認められる）�
２　１０ＹＲ５/２　灰黄褐色砂（粘性あり，焼土・炭化物を含む）�
３　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
�

図４３－６�

図４３－５�

図４３－３�

図４３－４�

図４４－２�

図４４－１�

図４３－８�

調

�

査

�

区

�

外

�

Ａ
�

Ａ
′
�

外�

査�

図４１ １６号住居跡
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Ｙ:５０,９８５�

Ｘ:１６８,０７２�

焼土�

Ｙ:５０,９８７�

Ｘ:１６８,０７２�
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１６号住居跡カマド�

（１/２５）�
０� １ｍ�

　１６号住居跡カマド堆積土�
１　１０ＹＲ７/２　にぶい黄橙色砂�
２　５Ｙ７/１　 灰白色砂（粘性あり，上面に焼土・�
　　　　　　　　炭化物を含む）�

　１６号住居跡カマド構築土�
１　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
２　５ＹＲ６/１　褐灰色砂�
３　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
４　１０ＹＲ５/２　灰黄褐色砂�

５　５ＹＲ５/３　にぶい赤褐色砂�
６　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂（焼土を少量含む）�
７　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂（焼土を含む）�

図４３－２�

されていた。この部分では，堅い踏み締まりが認められたが，断面図を作成した位置に分布が及ん

でおらず，図４１には表現されていない。検出面と床面の比高差は，１６～１８�を測る。

本住居跡の平面プランは，方形基調を呈している。規模は，東西５．５ｍ，南北６．０ｍを測り，大型

の部類に属する。床面積は，３３．０�である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，西に４４°振れて

いる。

カマドは，西周壁中央で検出された。遺存状態は，良好である。煙道部は，周壁から１７０�の長さ

を測り，底面は平坦で，煙出し孔側に向かってわずかにレベルが上がっていく。燃焼部とは，落差

１０�ほどの段で区画されている。燃焼部は，袖長６９�，焚口幅４０�の規模を有する。袖は，灰黄褐

色砂主体に構築され，床面から約２０�の高さが残っていた。底面は，掘形に焼土を含む灰黄褐色砂

が充填され，整えられている。

本住居跡のカマドでは，興味深い遺物の出土所見が得られている。燃焼部の奥壁直下で，完形の

土師器杯が伏せられた状態で出土した。住居廃絶時のカマド儀礼ではないかと考えている。

図４２ １６号住居跡カマド
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（１/２）�
０� ５��

（１/３）�
０� １０��

１　床面直上�
２　カマド内�

４　床面直上�

６　床面直上�

１０　煙道�

９　カマド内�

８　床面直上�

１１　煙道�

３　床面直上�

５　床面直上�

７　堆積土�

図４３ １６号住居跡出土遺物（１）
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１　床面直上�
２　床面直上�

３　床面直上�

４　堆積土�
０� １０㎝�

（１/３）�

墨�

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図４３・４４，写真６８・６９・８２・８４）

本住居跡では，土師器片９１６点，須恵器片１２点，土製品３点などが出土した。図示遺物は，１５点あ

り，多くが床面の共伴資料である。それらの平面分布は，カマドの設置された西周壁側に集中して

おり，厨房施設との密接な相関関係が窺われる。

図４３－１～４は，土師器杯である。１は，金属器模倣と考えられる。小型椀状の器形をなし，外

面もミガキ・黒色処理されている。２は，平底風の有段丸底杯である。底径が大きく，皿状の形態

を呈している。３は，無段丸底の身の深い椀状をなす。口縁部下端は，弱い稜を形成しており，ヘ

ラケズリされた底部とは，はっきり区別される。したがって，有段丸底杯の退化形態とみることが

可能である。４は，深めのロクロ土師器杯に似た器形を呈している。底部は平底風で，口縁部が外

反する。外面は，底部全面に施されるヘラケズリが，口縁部中位まで及んでいる。

図４３－５～７は，土師器小型甕である。３点は，器形・法量がよく似ている。側面からみた状態

は逆台形状をなし，器高が口径を下回っている。これらは，煮炊痕跡が明瞭で，外面は，被熱のた

め，器壁がボロボロになっている。６では，内面にも同様な現象が顕著にみられ，口縁部下に，煤

がリング状に付着している。

図４３－８は，土師器球胴甕である。当該器種としては，小～中型品に属するもので，頸部の括れ

が弱いことが指摘できる。外面は，ハケメ調整されている。

図４３－９は，カマド内から出土した土製支脚である。据えられた状態ではなかったので，廃棄時

に動かされた可能性がある。

図４３－１０・１１は，土製臼玉である。表面は，黒色処理されている。カマド煙道部から出土してお

り，カマド儀礼に伴うものかもしれない。

図４４－１・３は，須恵器高台杯である。１は，きわめてつくりの薄い，優品である。口縁部の立

図４４ １６号住居跡出土遺物（２）
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上がり角度が急で，端部は外反し，内側が平坦に仕上げられている。高台は，外端接地で，ごく短

い。底部と口縁部の境に，付されている。３は，口縁部を打ち欠いて，転用硯にされたものである。

使用面は底部外面で，墨痕が観察される。この製品は，いわゆる出っ尻底であり，胎土・焼成の特

徴からみても，湖西製品の可能性が高いとみられる。底部は，全面に回転ヘラケズリ調整が加えら

れている。

図４４－２は，須恵器長頸瓶の底部であろうか。小破片なので，器種は特定が難しい。

図４４－４は，須恵器鉢である。口縁部外面は，端部付近で沈線状に窪んでいる。胎土中に，大き

な白色砂粒が顕著に観察される。

ま と め

本遺構は，北ノ脇遺跡南端の東斜面に営まれた竪穴住居跡である。平面プランは整った方形を呈

しており，規模は比較的大きい。カマドは，廃絶時に支脚が動かされており，燃焼部は壊されたと

考えられる。また，その際に，儀礼が行われたとみられ，燃焼部奥壁に，完形の土師器杯が伏せら

れていた。

本住居跡が営まれたのは，床面の遺物から，国分寺下層式期と考えられる。 （菅 原）

１７号住居跡 ＳＩ１７

遺 構（図４５・４６，写真２５・２６）

本遺構は，Ｏ１９－２５～２７・３５～３７・４６・４７グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，

北ノ脇遺跡南端の後背湿地に面した自然堤防の東向き斜面である。この微地形のため，床面調査時

には，水が湧いてきた。周囲の状況は，北側に，数多くの住居跡が分布している。

重複関係を整理しておくと，本住居跡は，２４・３３・３７・３９号住居跡を切っており，１６号住居跡に切

られている。ただし，１６号住居跡との関係は，重複部分が少ないため，前後の把握が微妙であった。

遺物の特徴でも，両者の時期は近接している。

堆積土は，２層に分層された。断面は，典型的なレンズ状堆積の様相を呈している。このことか

ら，遺構は，自然に埋没したと考えている。床面は，明黄褐色粘土混じりの貼床が全体に施され，

カマド周辺では，踏み締まりが認められた。ただ，貼床土の層厚は，０．３～０．７�の非常に薄いもの

で，断面図に表せていない。また，カマド右脇に灰白色粘土の塊が認められた。検出面と床面の比

高差は，２５～３０�を測る。

本住居跡の平面プランは，正方形基調を呈している。規模は，東西６．０ｍ，南北６．０ｍを測り，大

型の部類に属する。床面積は，３６．０�である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に１８°振れ

ている。

カマドは，西周壁で検出された。位置は，少し左に偏っており，遺存状態は，良好である。煙道

部は，周壁から１０４�の長さを有し，底面は，外側に向かって徐々にレベルが上がっている。そして，

煙出し孔部分では，底面が少し窪んでいた。なお，燃焼部との境は，明瞭でなく，崩れた可能性が
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１７号住居跡�

２０８.１０ｍ�

２�２� １�

Ａ� Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

撹　乱�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

　１７号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
２　１０ＹＲ５/３　にぶい黄褐色砂�

Ｙ:５０,９８５�

Ｘ:１６８,０７０�

Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０７０�

Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０６３�

Ｙ:５０,９８５�

Ｘ:１６８,０６３�

ＳＩ１７�

ＳＩ１６�
ＳＩ２４�

ＳＩ３３�

ＳＩ３７�

ＳＩ３９�

石�

石�

ＳＩ１６�

図４５ １７号住居跡
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１７号住居跡カマド�

２０８.２０ｍ�

石�

石�
石�

石�
石�

石�

１�

２�３�

Ａ�

Ａ�

Ａ′�

Ａ′�

０� １ｍ�
（１/２５）�

　１７号住居跡カマド堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　 にぶい黄橙色砂�
２　１０ＹＲ７/１　 灰白色砂（粘性あり，焼土・炭化物を含む）�
３　２.５ＹＲ６/６　橙色砂（焼土を含む）�

Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０６８�

Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０６６�

Ｙ:５０,９７８�

Ｘ:１６８,０６６�

Ｙ:５０,９７８�

Ｘ:１６８,０６８�

図４７－６�

考えられる。燃焼部は，袖長

８０�，焚口幅５４�の規模を有

する。袖は，灰黄褐色砂主体

に構築され，床面から３２�の

高さが残っていた。

本住居跡のカマドでは，燃

焼部奥壁で，礫５個と須恵器

杯１点がまとまって出土した。

層位は，住居機能中に堆積し

たとみられる�２直上である。

１６号住居跡にみられたような

カマド儀礼の痕跡と，考えて

いる。ピット類は，検出され

ていない。

遺 物

（図４７，写真６９・８１・８２・８４）

本住居跡では，土師器片２１

点，須恵器片４点，土製品６

点が出土した。図示遺物

は，８点あり，このうち図４７

－１・６の２点が，遺構に

伴っている。

図４７－１～５は，土師器杯である。製作技術の違いで，１～３の非ロクロ土師器，４・５のロク

ロ土師器に分かれる。前者は，すべて無段である。１は，カマド内から出土したもので，上述した

ように遺構に共伴する。平底風の底部から，口縁部が内湾して立ち上がっている。国分寺下層式に

比定して問題なかろう。２は，椀状の器形をなし，口縁部は直立気味に立ち上がる。３は，底部が

完全に平底化している。体部は，内湾して立ち上がり，端部で直立する。底部全面のヘラケズリが，

口縁部下端にまで及んでいる。５は，断面逆台形の箱形をなすもので，底部に回転糸切り痕が観察

される。口径に対する底径の比率が大きく，ロクロ土師器杯としては，古手に属する。４は，小破

片なので，器形の特徴がよく分からない。

図４７－６は，カマド儀礼に使用された須恵器杯である。体部の腰が張り，口縁部が直線的に外傾

する。底部は，静止糸切り底で，底部周縁～体部下端に手持ちヘラケズリ調整が加えられている。

図４７－７は，須恵器高台杯の破片である。静止糸切り痕が観察される。

図４７－８は，土製丸玉である。

図４６ １７号住居跡カマド
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１　カマド内�

６　カマド内�

２　堆積土�

３　堆積土�

漆�

７　堆積土�

８　堆積土�
９　堆積土�

１０　堆積土�

１１　カマド内�

１２　カマド内�

１３　堆積土�

４　�１�

５　�１�

０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

図４７ １７号住居跡出土遺物
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図４７－９は，つまみを欠いた土鈴であり，内側の玉が遺存している。今でも，振ると，カラカラ

と音がする。

図４７－１０は，土製紡錘車の破片である。

図４７－１１～１３は，用途不明の土製品である。指で簡単に成形しただけのもので，使用痕跡は認め

られない。

ま と め

本住居跡は，後背湿地に面した自然堤防の東向き斜面に営まれた竪穴住居跡である。平面プラン

は，正方形を呈しており，規模は比較的大きい。カマドは，西周壁に設置され，廃絶時に礫と須恵

器杯が燃焼部奥壁に置かれていた。

本住居跡が営まれたのは，カマド内の遺物から，国分寺下層式期と考えられる。 （菅 原）

１８号住居跡 ＳＩ１８

遺 構（図４８，写真２７）

本遺構は，Ｏ１８－９６・９７、Ｏ１９－６・７グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，

北ノ脇遺跡の東端付近である。周囲には，数多くの住居跡が分布している。

重複関係を整理しておくと，本住居跡は，１５号住居跡に切られている。遺存状態は，上部削平が

著しく，不良であった。西周壁は，撹乱でほとんど無くなっている。

堆積土は，１層しか残っていなかった。このため，自然堆積土であるか人為堆積土であるかは，

不明である。床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。床面と検出面の比

高差は，２～５�を測る。

本住居跡の平面プランは，長方形基調を呈している。規模は，東西３．６ｍ，南北２．９ｍを測り，小

型の部類に属する。床面積は，１０．４�である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に３４°振れ

ている。

カマドは，検出されなかった。おそらく，撹乱で壊された西周壁に設置されていたと推定される。

ピット類は検出されていない。

遺 物（図４８，写真６９・７０）

本住居跡では，土師器片１３２点が出土した。図示遺物は，３点ある。このうち，遺構に伴うのは，２

点である。床面中央に潰れていた。

図４８－１は，土師器小甕である。胴部は横長で，頸部が括れず，口縁部はそのまま内傾して立ち

上がっている。頸部には，焼成前に２か所の穿孔が施されており，胴部には，焼成後に大きな孔が

空けられている。外面の器面調整は，ハケメである。

図４８－２・３は，土師器球胴甕である。２の器形は，肩が張っており，底部が突出する。小～中

型品に分類される。３は，大型品になるもので，頸部が直立し，口縁部が外反する。
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１８号住居跡�

２０７.８０ｍ� １�Ａ� Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

撹　　乱�

撹　乱�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

　１８号住居跡堆積土�
１　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂�
�

Ｙ:５０,９８６�

Ｘ:１６８,０８１�

Ｙ:５０,９８６�

Ｘ:１６８,０７７�

Ｙ:５０,９８２�

Ｘ:１６８,０７７�

Ｙ:５０,９８２�

Ｘ:１６８,０８１�

ＳＩ１８�

ＳＩ４１�

ＳＩ１５�

ＳＩ３０�
ＳＩ３２�

ＳＩ２６�

ＳＩ３８�

１　堆積土�

２　床面�

３　床面�

０� １０㎝�
（１/３）�

図４８－２�

図４８－３�

図４８ １８号住居跡・出土遺物
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ま と め

本遺構は，北ノ脇遺跡の東端付近に営まれた竪穴住居跡である。平面プランは，長方形を呈して

おり，規模は小さい。遺存状態は，上部削平が著しく，不良であった。

カマドは，検出されていない。

本住居跡が営まれたのは，共伴遺物から，佐平林式期～栗囲式期に位置付けられる。 （菅 原）

１９号住居跡 ＳＩ１９

遺 構（図４９，写真２８）

本遺構は調査区北部のＯ１８－４６・４７・５６・５７グリッドから検出された竪穴住居跡である。本住居跡

は調査区の北端に位置し，検出された住居の北側は調査区外となる。しかし，住居の北側部分は調

査区内に設定した水路と，橋脚建設の際の掘削とでほとんど残っていないものとみられる。住居跡

は，旧地形の自然堤防の頂部から東側の後背湿地へと緩やかに傾斜する斜面上に立地しており，比

較的この付近から検出できた住居跡は少ない。

本住居跡はＬ�上面から検出できたが，南周壁から約３ｍほどの部分しか確認できなかった。検

出面から床面までの深さは約２５～５０�とＬ�を深く掘り込んで造られている。住居跡内堆積土は３

層に分層でき，きれいにレンズ状堆積する自然堆積である。�２と�３は色調からはほとんど区別

がつかないが，�２には焼土や炭化物を含んでおり，�３にはＬ�とみられる黒褐色砂質土が混じっ

ている。

住居跡の大きさは南周壁で約５．７ｍ，東周壁の遺存する部分で約２．９ｍを測る。住居跡の主軸方位

はＮ２７°Ｅで，カマドは西周壁に設置されている。周壁は西周壁側の残りが良く，床面からほぼ直立

する。床面はほぼ平坦であるが，貼り床等は認められなかった。また，他にカマド以外の施設は確

認できなかった。

カマドは南西隅から約１．５ｍほど離れたところから検出されたため，西周壁の南寄りにに付設され

ていたようである。カマドは燃焼部しか残っておらず，北側は崩落していて遺存状態は悪い。カマ

ド南袖は壁際から約７０�ほど細く張り出しているが，北袖はほとんど確認できなかった。燃焼部底

面も島状に部分的にしか残っておらず，奥壁部分も元の形をとどめてはいない。検出状況からは燃

焼部底面と住居跡の床面は高低差があるが，焚口側に緩やかに傾斜していたものと考えている。カ

マドの構築方法としては他の住居跡と同様に，燃焼部の底面と袖の部分とは構築土を使い分けてい

たようである。

遺 物（図５０，写真７０・８３・８４）

本住居跡からは土師器片２７９点，須恵器９点，土製品１点などが出土している。そのうち図示した

ものは土師器３点，須恵器２点，土製品１点である。そのうち床面から出土したものは図５０－２の

須恵器の杯蓋である。他は堆積土中であるが，図１９－４は床面近くから出土したもので平面図上に

示しており，本住居跡に伴うものとみられる。
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１９号住居跡�

調査区外�

２０８.２０ｍ�
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２０８.２０ｍ�
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Ｂ�

Ｂ′�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

０� １ｍ�
（１/２５）�

　１９号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂質土（にぶい黄褐色砂を多量含む）�
２　１０ＹＲ３/４　暗褐色砂質土（焼土粒・炭化物粒を少量含む）�
３　１０ＹＲ３/４　暗褐色砂質土（黒褐色砂質土をやや多く含む）�
�

　１９号住居跡カマド堆積土�
１　５ＹＲ４/３　にぶい赤褐色細砂�
２　５ＹＲ４/２　灰褐色細砂（焼土塊を多量含む）�
３　５ＹＲ４/１　褐灰色土（焼土塊・炭化物を少量を含む）�

　１９号住居跡カマド構築土�
１　７.５ＹＲ４/２　灰褐色細砂（焼土塊を少量を含む）�
２　７.５ＹＲ４/１　褐灰色砂（焼土・炭化物を少量を含む）�

ＳＩ１９�

ＳＩ０４�

ＳＩ０５�

ＳＩ０３�

ＳＩ２８�

ＳＩ２１�

焼土�

図５０－４�

Ｙ:５０,９８６�

Ｘ:１６８,１０２�

Ｙ:５０,９８１�

Ｘ:１６８,１０２�

Ｙ:５０,９８１�

Ｘ:１６８,０９７�

Ｙ:５０,９８６�

Ｘ:１６８,０９７�

図４９ １９号住居跡
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１　�１� ２　床面�

３　�１�

５　�２�

４　堆積土�
６　堆積土�

０� １０㎝�
（１/３）�

０� ５㎝�
（１/２）�

図５０－１・４・５は土師器である。同図１は内黒の有段丸底杯で，口縁部が内湾する。同図４は

甑で，無底式のものである。体部外面はハケメ調整である。同図５は小型の手づくね土器である。

図５０－２・３は須恵器である。同図２は杯蓋で，天井部が丸く，回転ヘラケズリが施されている。

同図３は壺で，器形は平たく肩部がやや張り，口縁部が直立している。

図５０－６は土製の丸玉で，表面が黒色処理されている。

ま と め

本住居跡は一辺約６ｍ前後の中型から大型の方形の住居跡と考えられる。そのため，検出できた

範囲は住居跡の南側１／２程度で，北側半分は調査区外となっている。カマドは西周壁の南寄りに設

置されていたため検出することができたが，遺存状態が悪いために詳細はわからなかった。

出土遺物は栗囲式期のものとみられ，特に床面から出土した図５０－２の須恵器の杯蓋の器形から

その古段階に属するものと考えられる。 （大 波）

２０号住居跡 ＳＩ２０

遺 構（図５１，写真２９）

本遺構は本遺跡の調査区の中央やや北寄り，Ｏ１８－７５・７６・８５・８６グリッドに所在し，Ｌ�中層に

おいて検出した。本住居跡は，阿武隈川の自然堤防の頂部から後背湿地へ傾き始める緩斜面上に立

地している。ここから南に約４０ｍ，幅約１５ｍの範囲は，自然堤防の頂部にわたって竪穴住居跡が密

集しており，本住居跡はその密集区の北部に位置している。本住居跡は４１号住居跡，３号柱列跡と

重複するが，４１号住居跡より新しく，柱列跡より古い。

本住居跡の平面形は方形を基調とするが，北隅が弧状を呈し，それ以外の三隅が角張った形状を

図５０ １９号住居跡出土遺物
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２０号住居跡�

２０８.４０ｍ�

３�
３�

２� １�

Ａ� Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

撹乱�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

　２０号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�
２　１０ＹＲ３/２　黒褐色細砂�
３　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂�

Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０８９�

Ｙ:５０,９７７�

Ｘ:１６８,０８９�
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Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０８５�
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ＳＩ０４�
ＳＩ０３�

ＳＩ０１�
ＳＩ３５�

ＳＩ４１�
ＳＩ１１�

１　堆積土�

２　堆積土�

０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

呈する。規模は一辺約３．５ｍ，検出面から床面までの深さは住居跡南周壁近くで最大２７�，最も浅い

北周壁近くでは１５�ほどである。東周壁を基にした方位との関係は，Ｎ３５°Ｅとやや東に傾いている。

周壁の立ち上がりはやや緩やかであるが，崩落によるものと考えられている。床はＬ�を直に床と

し，床面は地形に合わせて東に傾いているが，ほぼ平坦である。特に，踏み締まりによる硬化など

は認められなかった。

住居跡内堆積土は�１～３の３層に区分した。�３は周壁の崩落土とみられる鈍い黄褐色砂であ

る。この�３が周壁際に三角堆積していることから，本住居跡は自然に埋没したものと考えている。

その他，カマド等の住居施設は一切検出できなかった。 （木 村）

遺 物（図５１）

本住居跡からは土師器片１７２点，須恵器片８点，土製品１点が出土している。出土遺物については

図５１ ２０号住居跡・出土遺物
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細片が多い。堆積土中から散発的に出土し，本住居跡に確実に伴うものはない。ここでは２点を図

示した。

図５１－１は須恵器片で，壺類の肩部のところである。

図５１－２は土鈴とみられるが，下半部のほとんどが欠けていて形状はわからない。つまみ状に張

り出す部分には紐通しとみられる穴が付いている。 （木村，大波）

ま と め

２０号住居跡はその平面形が不整で，また床面に明確な踏み締まりが認められないなど，住居跡と

することにやや疑問が残る。しかし，南南西約３ｍに隣接する１１号住居跡と規模，主軸方向ともに

近似していることから，これに近い年代，性格の遺構と判断した。あるいは，建築途中で放棄され

た住居と考えることも可能かもしれない。したがって，その所属時期についても１１号住居跡とほぼ

同時期と考えられる。 （木 村）

２１号住居跡 ＳＩ２１

遺 構（図５２，写真３０）

本住居跡は調査区北端近くのＯ１８－４４・４５グリッドに所在し，Ｌ�中層において検出した。本住

居跡の立地を旧地形からみると，阿武隈川の自然堤防のほぼ頂部にあたり，調査区内では最も標高

の高い部分である。本遺構より北については，昭代橋架橋の際に撹乱を受けたものとみられ，遺構

はほとんど検出されていない。遺存状態が悪いせいもあり，本遺構と重複する遺構はないが，近接

する遺構としては５号住居跡が約１．５ｍ西に位置している。

本住居跡は，方形もしくは長方形を呈すると思われ，住居跡の南西隅のみを検出した。したがっ

て，遺存する部分の平面形は北を底辺とする不整三角形状を呈し，その規模は底辺１．６ｍ，高さが０．８

ｍである。検出面からの深さは最大約２０�を測る。遺存する壁はほぼ垂直に立ち上がり，床面はほ

ぼ平坦である。住居跡内堆積土は２層に区分でき，ともに褐色砂質土である。堆積状況を推定する

だけの見地は得られなかった。 （木 村）

遺 物（図５２，写真７０）

本住居跡からは土師器片３８点が出土している。検出時，壁際に埋まる形で，同一個体の土師器甕

片が一括出土している。出土層位は�１で，床面からかなり浮いているが，本遺構に伴うとみて良

いと考えている。ここでは，その土師器甕１点を図示した。

図５２－１がその土師器甕で，口縁部が「く」の字状に屈曲し，体部外面にハケメ調整が施される

ものである。口縁部の内面にもハケメが認められる。器形は胴部が丸く張り出しているが，他の球

胴甕に比べると口が広く作られており，口縁部径と胴部最大径とはほぼ同じ大きさである。底部の

周縁にはドーナツ状に粘土が貼り付けられている。

ま と め

２１号住居跡については，ほとんど原形をとどめておらず，その詳細については不明である。住居
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　２１号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/４　褐色砂質土�
２　１０ＹＲ４/６　褐色砂質土�
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図５２－１�

図５２ ２１号住居跡・出土遺物
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跡内から出土した土師器の甕は栗囲式期のものとみられ，周辺から検出された住居跡との関係を考

慮しても，本住居跡の時期の上限はその時期に求めることができそうである。 （木村・大波）

２２号住居跡 ＳＩ２２

遺 構（図５３，写真３１）

本住居跡は調査区北端，Ｏ１８－２３・３４グリッドにかけて検出した。本遺跡の調査区北縁部分は，

昭代橋架橋の際と思われる撹乱を受け，旧地形はほとんど残されておらず，遺構もほとんど検出さ

れていない。本住居跡はこの地区に排水路を設定した際に水路壁面で検出した。ただし，この土層

断面の背面直後まで深い撹乱が迫り，奥行きは１０�に満たず，平面形などについては一切不明であ

る。断面上で確認できる遺構の掘り込み面は，Ｌ�中層である。

検出された住居跡の規模は，断面幅で約３．５ｍ，掘り込み面から床面までの深さが最大で４０�であ

る。検出された住居跡断面を観察すると，西側底面の立ち上がりの形状から住居跡の南西隅部分を

検出したものと思われる。また，やや西壁寄りに遺物が集中する部分が確認でき，この部分が周囲

の床面よりやや深くなっている。このことから，住居跡南西隅部分がやや窪んでおり，そこに土器

をおいていたものと考えられる。

堆積土は�１～３の３層に区分した。�１は遺構内部の上層から遺構外に連続しており，西壁を

大きく崩落させて外から流れ込んだ様子がうかがわれる。また，東壁の崩落土とみられる�３が壁

際に堆積し，その上層に�２が形成されていることから自然堆積と判断している。前述の窪み部分

から出土した土器が，横倒しでやや床面から浮いていることから，土砂の流入による西壁の崩落は，

かなり急激なものであったと推測できる。

遺 物（図５３，写真７０）

本住居跡からは土師器が６１点出土している。検出時，壁面に顔を出す形で，完形に近い土師器甕

２点と，高杯１点が出土している。出土層位は�１であるが，予想される出土位置と埋没状況から，

本遺構に伴う遺物と考えている。ここではこれらの土師器３点を図示した。

図５３－１は土師器の高杯で，杯部は口縁部が大きく外傾する有段丸底で，脚部は裾が「ハ」の字

状に開いている。

図５３－２・３は土師器の甕で，体部外面がハケメ調整されている。同図２の甕は底部が特徴的で，

丸く削って仕上げられて丸底となっている。このような底部を持つ甕の器形は，本遺跡のものとは

別系譜のもので，日本海側に類例が認められる。同図３の底部は木葉痕の付くもので，周縁に粘土

が貼り付けられている。

ま と め

２２号住居跡は詳細については不明である。しかし，断面でしか検出できなかったにも関わらず，

出土した土師器３点の遺存状態は良好であった。出土遺物から，本住居跡は栗囲式期に営まれたも

のと考えられる。 （木村・大波）
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　２２号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂質土�
２　１０ＹＲ３/３　暗褐色砂質土（にぶい黄褐色砂質土塊を少量含む）�
３　１０ＹＲ３/４　暗褐色砂質土（にぶい黄褐色砂質土を多量含む）崩落土�
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図５３ ２２号住居跡・出土遺物
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　２３号住居跡堆積土�
１　７.５ＹＲ４/１　褐灰色砂�
２　７.５ＹＲ４/３　褐色砂�
３　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂�
４　１０ＹＲ４/２　　灰黄褐色砂�
５　１０ＹＲ４/１　　褐灰色砂�
６　７.５ＹＲ３/１　黒褐色細砂（炭化物を少量含む）�

図５５－３�

撹 乱 �

２３号住居跡 ＳＩ２３

遺 構（図５４，写真３２）

本遺構は調査区北部のＯ１８－７２・７３・８２・８３グリットにかけて検出した竪穴住居跡で，調査区の河

川に面した西端に位置するもののひとつである。本住居跡は複数の住居跡と重複しており，それぞ

れの関係は２３号住居跡→１３号住居跡→９号住居跡→７号住居跡の順に造られている。

本住居跡のほとんどの部分が他の住居跡と重複しているが，他の住居跡よりも深く掘り込まれて

いたため，それぞれの住居跡の床面から検出することができた。しかし，住居跡の中央は大きく撹

乱を受けており，遺存状態はあまりよくない。そのため住居跡内堆積土は部分的にしか残っておら

ず，土層ベルトを設定した部分は色調の違いから６層に分層したものの，埋没過程を判断できる材

料とはならなかった。

住居跡の大きさは東周壁が約３．８ｍで，東西幅は遺存する範囲で約４．８ｍを測る。平面形は東西に

長い長方形である。周壁は立ち上がりが確認できるほど遺存していない。床面はほぼ平坦であるが，

図５４ ２３号住居跡
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（１/３）�
０� １０㎝�

３　床面直上�
　　堆積土�

１　堆積土�

２　堆積土�

貼床等は確認できなかった。また，他にカマドなど

の付属施設も確認できなかった。

遺 物（図５５，写真７０）

本住居跡からは土師器片６２点が出土している。そ

のうち住居跡に伴うと考えられるのは平面図上に示

した甕１点のみである。遺構の重複や撹乱が著しい

ため，他の時期の混入品も多く含むものと考えられ

る。ここでは土師器３点を図示している。

図５５－１は杯で，有段丸底のものがほとんど平底

化している。同図２は甕類の底部のようであるが，

内面はミガキが施され黒色処理されている。同図３

は甕で，床面から少し浮いた状態で出土した。体部

が丸みをおびており，胴部中央が最大径となる。外

面は縦方向にヘラナデで調整されている。底部には

木葉痕が認められる。

ま と め

本住居跡の西側部分は斜面のため崩落し，住居跡

内は大きく撹乱を受け，床面ぎりぎりまで他の住居

跡に掘り込まれている。そのため遺存状態は極めて

悪く，詳細については不明である。しかしながら，

遺存する部分から東西幅約５ｍ，南北幅約４ｍの標

準的な大きさの住居跡が想定される。カマドは短軸

方向の北周壁に設置されていたものと考えられるが，

検出はできなかった。

出土遺物は少ないが，それらは栗囲式期以降のも

のとみられる。どちらも堆積土中であるが，本住居跡と重複する９号住居跡からは平底化した土師

器の杯が出土している。そのことから重複関係にある９・１３・２３号住居跡は，廃絶からあまり時間

が経過しないうちに築かれたものと考えている。 （大 波）

２４号住居跡 ＳＩ２４

遺 構（図５６・５７，写真３３・３４）

本遺構は，Ｏ１９－４・５・１４・１５・２４・２５・３４・３５グリッドで検出された竪穴住居跡である。営ま

れたのは，北ノ脇遺跡の立地する自然堤防上の南端付近にあたる。周囲には，数多くの住居跡が分

布している。

図５５ ２３号住居跡出土遺物
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Ｙ:５０,９７４�

Ｘ:１６８,０７６�

Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０７６�

Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０６７�

Ｙ:５０,９７４�

Ｘ:１６８,０６７�

２０８.７０ｍ�

撹　乱�

Ａ� Ａ′�

Ａ′�
Ａ�

２４号住居跡�

（１/５０）�

１�

０� ２ｍ�　２４号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�

図５９－１�

ＳＩ２４�
ＳＩ１０�

ＳＩ１７�

焼土�

ＳＩ３７�

ＳＩ１４�

ＳＩ３２�

ＳＩ１４�

ＳＩ１０�

ＳＩ１０�

図５６ ２４号住居跡
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Ｘ:１６８,０７５�
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Ｘ:１６８,０７６�
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２４号住居跡カマド�

（１/２５）�

３
�
４
�

２
�

４
�
１
�

１
�

５
�

０� １ｍ�

　２４号住居跡カマド堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
２　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
３　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
４　５ＹＲ６/３　にぶい橙色砂（焼土を含む）�
５　５ＹＲ６/１　褐灰色砂（粘性あり，焼土を含む）�

図５８－３�

図５８－７�

図５８－９�

図
５８
－
３
�

図
５８
－
７
�

図
５８
－
９
�

重複関係を整理しておくと，本住居跡は，１０・１４・１７号住居跡に切られており，３７・３９号住居跡を

切っている。遺存状態は，カマド付近でよく残っていたが，他は破壊が進んでおり，周壁も，残り

少ない。

堆積土は，１層しか残っていなかった。このため，自然堆積であるか人為堆積であるかは，不明

である。床面は，ほとんど貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。ただ，カマド

付近では，周囲より一段低い窪みが認められ，その埋土から定量の遺物が出土した。床面と検出面

の比高差は，２～１０�を測る。

本住居跡の平面プランは，長方形基調を呈している。しかし，北辺は，周壁が削平されているの

で，左半分のラインが本来の位置より後退している。規模は，東西６．３ｍ，南北９．０ｍを測り，大型

の部類に属する。床面積は，５６．７�である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，西に２°振れて

いる。

カマドは，北周壁中央で検出された。煙道部は，周壁から長さ８１�を測り，住居跡規模の割りに

は，短い特徴が指摘される。一方，燃焼部は，住居廃絶時に袖が壊されたとみられ，長さ４２�しか

残っていない。焚口幅は，５５�を測る。

このカマドからは，３点の土師器が出土している。図５８－９の長胴甕は，懸け口に固定されてい

た煮炊具と考えられる。図５８－３・７の杯・高杯は，伏せられており，意図的に置かれた状況を示

していた。７は，支脚に転用されていたとみられるが，３については，儀礼に伴って置かれた可能

図５７ ２４号住居跡カマド
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（１/３）�
０� １０㎝�

１　掘形埋土�

５　堆積土�

７　カマド内�

９　カマド内�

６　堆積土�

８　堆積土�

１０　カマド内�

３　カマド内�

４　掘形埋土�

２　貯蔵穴�

図５８ ２４号住居跡出土遺物（１）
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（１/２）�
０� ５㎝�

１　貯蔵穴�

２　掘形埋土�

３　掘形埋土�

（１/３）�
０� １０㎝�

性が考慮されよう。

本住居跡では，カマド左脇で貯蔵穴が検出されている。１７０�×１０６�の横長楕円形を呈するもの

で，床面から３２�の深さを測る。内部は，焼土が充満しており，白い骨片が混じっていた。これは，

本来，カマド燃焼部に堆積していた土層と推定される。住居廃絶に伴って，カマドを取り壊した際

に，投棄されたのだろう。この施設から出土した，図５８－２や図５９－１は，この際に同時に投棄さ

れたものと考えている。

遺 物（図５８・５９，写真７１・８３・８４）

本住居跡では，土師器片５４９点，須恵器片５点，骨片多数が出土した。図示遺物は，１３点ある。こ

のうち，遺構に伴うものは，カマドとその周辺，そして，貯蔵穴に分布が集中している。

図５８－１～５は，土師器杯である。このうち，１～３は，有段丸底杯に分類される。１は，口縁

部が強く内湾しており，底部は平底風をなす。２は，口縁部の立上がりが直線的で，大きく外傾す

る。３は，やや大型で，口縁部が内湾気味になっている。４は，身の深い椀状をなすものである。

外面に，ハケメ調整痕が観察される。５も，同じく椀状の形態をなすが，口縁部が内傾する点で，

図５９ ２４号住居跡出土遺物（２）
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違いがみられる。

図５８－６は，須恵器杯蓋である。天井部は平坦で，回転ヘラケズリ調整が施され，口縁部は「ハ」

の字状に開いている。堆積土の資料であり，遺構には伴わない。

図５８－７は，土師器高杯である。有段丸底杯に，長脚を乗せたもので，３方向からの透かしが入っ

ている。杯部は，内面の黒色処理が半分再酸化している。

図５８－８～１０，図５９－１は，土師器甕である。図５８－９は長胴甕，図５８－１０・図５９－１は，球胴甕

に分類される。８は，両者の中間的な形態を呈しているが，器表面の痕跡から，煮炊具であったの

が明らかである。

図５９－３は，土製丸玉である。

図５９－２は，小型手捏ね土器で，内面が，ミガキ・黒色処理されている。

ま と め

本遺構は，北ノ脇遺跡の立地する自然堤防の南端付近に営まれた竪穴住居跡である。平面プラン

は，長方形を呈しており，規模が大きい。遺存状態は，上部削平が著しく，不良であった。

カマドは，北周壁に設置され，燃焼部に土師器杯と高杯が伏せられていた。その左脇に設けられ

た貯蔵穴では，カマドの焼土が充満して検出され，住居廃絶時に投棄されたと考えている。

本住居跡が営まれたのは，共伴遺物から，栗囲式期に位置付けられる。 （菅 原）

２５号住居跡 ＳＩ２５

遺 構（図６０，写真３５・３６）

本遺構は，Ｏ１９－４５・４６・５５・５６グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，北ノ脇

遺跡の南端付近である。周囲には，数多くの住居跡が分布している。

重複関係を整理しておくと，本住居跡は，１２・２７・３３・３７号住居跡を切っている。遺存状態は，上

部削平が著しい。それでも，平面プランは，ほぼ全体が捉えられている。

堆積土は，炭化物を少量含んだにぶい黄橙色砂が，１層確認された。自然堆積土であるか人為堆

積土であるかは，不明である。

床面は，ド－ナツ状を呈する住居掘形を埋めることで，平坦に整えられている。カマド前面には，

踏み締まりが認められた。床面と検出面の比高差は，４～１０�を測る。

本住居跡の平面プランは，整った正方形基調を呈している。規模は，東西３．８ｍ，南北３．８ｍを測

り，小型の部類に属する。床面積は，１４．４�である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に

１７°振れている。

カマドは，西周壁中央で検出された。煙道部は，周壁から長さ８１�を測り，水平な底面をなして

いる。先端底面からは，土師器甑が出土した（図６１－６）。しかし，これは，重複する２７号住居跡の

堆積土に潜り込んでいたので，そちらに帰属する可能性が高いと思われる。燃焼部は，袖長５１�，

焚口幅３０�の規模を有している。袖は，にぶい黄橙色砂主体に構築され，床面から９�の高さが残っ
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Ｙ:５０,９７７�
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Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０５９.５�

Ｙ:５０,９７７.５�

Ｘ:１６８,０５９.５�

２０８.２０ｍ�

撹　乱�

Ａ� Ａ′�

Ａ′�

Ａ�

２５号住居跡�

カマド�

ＳＩ２５�

ＳＩ３７�

ＳＩ２７�

ＳＩ１２� ＳＩ３３�

高木�
ＳＩ１９１�

（１/５０）�

１� 土器� ０� ２ｍ�

（１/２５）�

０� ２ｍ�

図６１－５�

図６１－３�

図６１－１�

図６１－６�

　２５号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
　　　　　　　（炭化物を少量含む）�

　２５号住居跡カマド堆積土�
１　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂（焼土を含む）�
２　１０ＹＲ６/１　褐灰色砂（粘性あり，焼土を含む）�

２０８.１０ｍ�
Ｂ� Ｂ′�

Ｂ′�

Ｂ�

２� １�

掘形� 掘形�

図６０ ２５号住居跡
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（１/３）�
０� １０㎝�

１　床面�

５　床面�

３　床面�

６　カマド�２�

２　�１�

４　�１�

ていた。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図６１，写真７１・７２）

本住居跡では，土師器片２４４点，須恵器片３点が出土した。図示遺物は，６点ある。このうち，遺

構に伴うのは，図６１－１・３・５の３点である。６は，上述したように，本来は，２７号住居跡に帰

属する遺物であったと推定している。

１～３は，土師器杯である。１は，非ロクロ土師器であり，金属器を意識した製品とみられる。

平底の底部から，体部が丸みを持って立ち上がり，口縁部で直立している。内外面ミガキ・黒色処

理されている。２は，非ロクロの有段丸底杯である。３は，ロクロ土師器であり，逆台形の箱形状

をなす。底部全面から体部下端に，回転ヘラケズリ調整が加えられている。

４は，非ロクロの土師器高杯である。有段丸底杯を短脚に乗せたもので，外面にハケメ調整痕が

残っている。

５は，非ロクロ土師器の小型甕である。器形の上で，１の土師器杯と類似する点がある。器表面

は荒れておらず，煮炊具ではないと考えている。

６は，非ロクロ土師器の甑である。無底式のもので，外面はハケメ調整されている。

図６１ ２５号住居跡出土遺物
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ま と め

本遺構は，北ノ脇遺跡の南端付近に営まれた竪穴住居跡である。平面プランは，正方形を呈して

いる。上部削平が進んでいたが，全体としての遺存状態は，良好であった。

本住居跡の遺物は，土器型式の過渡期の状況を示す好資料である。床面で，非ロクロ土師器杯と

ロクロ土師器杯が共伴した。したがって，本住居跡が営まれた時期は，国分寺下層式期から表杉ノ

入式期へ移行する段階と位置付けられよう。 （菅 原）

２６号住居跡 ＳＩ２６

遺 構（図６２・６３，写真３７・３８）

本遺構は調査区北部のＯ１８－８６～８８・９７・９８グリッドにかけて検出した，一辺約５ｍの竪穴住居跡

である。本住居跡の立地する地形は，自然堤防の頂部から東側の後背湿地へと傾き始める緩斜面で

ある。本住居跡は自然堤防上に立地する住居跡の東端に位置し，後背湿地側には住居跡は認められ

ないが多数の小ピットを検出することができた。本住居跡は３５・４１号住居跡や複数の小ピットと重

複するが，どちらの住居跡よりも新しく，小ピットよりは先に造られている。

本住居跡はＬ�中から検出でき，Ｌ�まで掘り込まれて造られていた。北側半分の残りが良く，

その部分の検出面から床面までの深さは約２０�前後である。住居跡内堆積土は５層に分層できたが，

�１と�２が住居跡全体を占めるものとみられる。�１・２は炭化物の含有量が異なる程度の違い

しかなく，灰黄褐色砂が一時期に堆積したものと考えられる。�３は東周壁側から流れ込んでおり，

�１・２のような灰黄褐色砂の塊を斑状に含んでいる。�４・５は床面上に部分的に薄く堆積する。

住居跡の大きさは南北幅約４．８ｍ，東西幅約４．６ｍである。北周壁側が崩落していることもあるが，

北東隅と南西隅を結んだ対角線が長い菱形のような形をしている。主軸方位はＮ２８°Ｗである。周壁

はＬ�を掘り込んだ部分は直立するが，Ｌ�を掘り込んだところでは崩落が進み，立ち上がりは緩

やかである。床面は平坦であるが，部分的に貼床が認められた。住居跡の付属施設としてはカマド

と小ピット４つを検出している。

小ピットは住居跡の南西隅の床面から検出したが，規則的な配置はみられなかった。大きさは，

Ｐ１・Ｐ２が長軸約３０�，Ｐ２・Ｐ３が長軸約４０�の楕円形で，床面からの深さは約１５～２０�ほどで

ある。堆積土はどのピット内にも褐灰色砂が認められた。そのうちＰ１と，Ｐ４の上端からは土師

器の甕が出土している。Ｐ１から出土した甕は全体としては１／３ほどしかないが，口縁部から底部

を縦に割ったような状態で横に倒れて出土した。しかしながら，住居跡の周囲からは同様のピット

が多数検出されているため，住居跡の検出時には確認できなかったものを床面から検出してしまっ

た可能性がある。Ｐ１を除いた他のピットに関しては，その可能性が高いと考えている。

カマドは北周壁の中央に設置されている。煙出しや煙道も残っており，煙出しの先端から東袖の

先まで約２３０�を測る。両袖は壁面から約１１０�ほど張り出し，床面からの高さは東袖が約３０�，西袖

が約２０�である。しかし，西袖や焚口部分は大きく抉れているところがあり，燃焼部の遺存状態は
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０� ２ｍ�

図６４－２�
図６４－５�

図６４－４�

図６５－１�

図６５－１�

図６４－３�

図６４－６�

図６４－７�

　２６号住居跡Ｐ１～４堆積土�
１　１０ＹＲ５/１　褐灰色砂�
　　　　　　　　（黒褐色土塊を少量含む）�
２　７.５ＹＲ４/１　褐灰色砂�
　　　　　　　　（褐灰色砂塊を微量含む）�

　２６号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂（炭化物を少量含む）�
２　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂（炭化物を微量含む）�
３　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂（灰黄褐色砂塊を斑状含む，焼土・炭化物を微量含む）�
４　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色砂�
５　１０ＹＲ３/２　黒褐色砂�
６　７.５ＹＲ４/３　褐色細砂（黒褐色土塊を多量含む）貼床�

２０７.９０ｍ�
Ａ�

焼土�

Ａ′�

２�

６� ５�６�４�

１�
３�

土器�

０１８－８７Ｇ�
Ｐ６�

図６２ ２６号住居跡
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２６号住居跡カマド�
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０� ２ｍ�

　２６号住居跡カマド堆積土・構築土�
１　７.５ＹＲ４/２　灰褐色土（ややしまりあり）�
２　５ＹＲ３/１　黒褐色シルト質粘土（しまりあり，�
　　　　　　　　炭褐色粘土塊・炭化物を多量含む）�
３　１０ＹＲ３/２　黒褐色砂�
４　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂（焼土塊・炭化物・褐色粘土�
　　　　　　　　塊を少量含む）�

５　７.５ＹＲ４/３　褐色粘土（しまりあり，焼土塊・炭化物・�
　　　　　　　　灰黄褐色砂塊を多量含む）�
６　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂（灰黄褐色粘土塊を多量含む）�
７　１０ＹＲ３/２　黒褐色砂�
８　７.５ＹＲ３/１　黒褐色粘土（黒褐色粘土塊を多量含む）�
９　７.５ＹＲ４/１　褐灰色粘土（しまりなし，明褐灰色粘土・焼土・�
　　　　　　　　黒褐色土塊を多量含む）�
１０　１０ＹＲ４/３　にぶい黄褐色細砂（焼土塊・明褐色粘土を微量含む）�
１１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色細砂（炭化物を少量含む）�
�

２０７.８０ｍ�
Ｂ�

焼土�

８�

１０�

１０�

１１�

撹　乱�

よくない。遺存する燃焼部底面はほぼ平坦で，あまり高低差はないが煙道は緩やかに上がり，煙出

し部分の底面はやや窪んでいる。堆積土は６層に分層でき，�３・４が砂層であった。底面上の�

２・５・７は粘土質であったため，カマド構築土の一部とも考えられる。

カマドの残りの良い部分に十字に断ち割りを入れて構築土を観察したところ，黄褐色砂で構築さ

れており，カマド東袖の部分はＬ�を掘り残して使用されていたようである。また，燃焼部底面は

�８の黒褐色砂で仕上げられていた。煙道部分は煙出しとの接合部分に燃焼部底面と同じ�８を用

いて高低差をつけており，特に煙出し部分には粘土塊を含んだ灰黄褐色砂の�７で形を整えている

ようである。

図６３ ２６号住居跡カマド
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（１/３）�
０� １０㎝�

１　床面直上�

７　床面直上�

６　Ｐ１�

３　東壁際�

２　東壁際�

５　東壁際�

４　北壁際�

図６４ ２６号住居跡出土遺物（１）
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（１/３）�
０� １０㎝�

１　床面直上�

遺 物（図６４・６５，写真７２・７３）

本住居跡からは，土師器片３２７点などが出土した。その

うち図示したものは土師器８点で，どの遺物も本住居跡

に伴うものと考えられる。それらの遺物は比較的残りが

良く，床面あるいは床面から少し浮いた状態で出土して

おり，平面図上に出土状況を示した。遺物は，カマドの

周辺あるいは北東隅の壁際に沿うように出土しており，

特に壁際のものの遺存状態が良い。

図６４－１～３は杯である。同図１・２は有段丸底で，

同図１は口縁部が大きく開くが，同図２は短く外傾して

いる。この時期のものは一般的に内面は同図１のように

ヘラミガキ後に黒色処理されるが，同図２・３について

ヘラナデが認められるだけである。

図６４－４～７，図６５－１の５点は甕である。図６４－４

は小型であるが，他は長胴のものである。図６４－５・７，

図６５－１は体部外面がハケメ調整で，底部は図６４－５，

図６５－１には木葉痕が認められ，図６４－７，図６５－１は

周縁に粘土が貼り付けられている。図６４－４・６は体部

外面がヘラナデされ，底部はヘラケズリで仕上げられて

いる。同図６の甕は１号ピット内から出土したものである。

それらの甕は煮炊具用に使用されたと考えられる。図６４－４の小型甕の内面には，口縁部から約

７�ほどのところにリング状に煤が付着している。また，同図５の甕は赤く熱変した範囲が明瞭で

ある。その範囲は全体の約１／２ほどで，底部から約１８�ほどの所までが熱を受けて器面が荒れてお

り，口縁部側を残して同じ方向から熱が加えられていたことがうかがえる。そのため，この甕はカ

マドの同じ位置に置かれて使用されていたものと推察され，口縁部側の部分は懸け口の外に出てい

たため熱変しなかったものと考える。

ま と め

本住居跡は一辺約５ｍほどの略正方形の竪穴住居跡である。北周壁にカマドが付き，本集落内で

は検出例の少ない，煙道の先の煙出しまでも確認することができた。しかし，カマドの燃焼部は故

意に壊されているようで，特に西袖の残りがよくない。図６４－５の甕の熱変部分から推測するにカ

マド袖は燃焼部底面から約２０�以上の高さがなければならず，カマドの構築土は再利用されている

可能性がある。本遺跡内のカマドの構築土には焼土塊が含まれている場合が多く，住居の廃絶後に

カマドの構築土は再利用されたものと推察される。

出土遺物から，本住居跡は栗囲式期ものとみられるため，７世紀頃の住居跡である。しかし，杯

図６５ ２６号住居跡出土遺物（２）
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０� ２ｍ�
（１/５０）�

　２７号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/４　にぶい黄橙色砂（粘性あり）　３　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
２　１０ＹＲ７/２　にぶい黄橙色砂（粘性あり）　４　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�

Ａ� １�

２� ３�３�
４�

４�２０８.２０ｍ�
Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

２７号住居跡�

ＳＩ２７�
図６９－３�

ＳＩ２５�

Ｘ:１６８,０５７�

ＳＩ３３�

Ｙ:５０,９７３�

Ｘ:１６８,０６４�
Ｙ:５０,９８０�
� Ｘ:１６８,０６４�

Ｙ:５０,９７３�
�

Ｘ:１６８,０５７�

Ｙ:５０,９８０�

高木�
ＳＩ１９４�
�

ＳＩ３７�

ＳＩ１２�

ＳＩ２５�

図６８－１４�

�

図６８－７�

図６８－１３�

図６９－２�

�

図６８－４�

�

は黒色処理されず，甕の外面はヘラナデであるなど，出土遺物の中には一般に栗囲式に認められる

調整から外れるものがあり，それら別系統のものが半数を占めていて興味深い。 （大 波）

２７号住居跡 ＳＩ２７

遺 構（図６６・６７，写真３９・４０）

本遺構は，Ｏ１９－３４・４４・４５・５４・５５グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれた場所は，

北ノ脇遺跡の南端である。本住居跡からみた北側の方向に密集した住居跡の分布域が広がっている。

図６６ ２７号住居跡
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０� １ｍ�
（１/２５）�

　２７号住居跡カマド堆積土�
１　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
２　５ＹＲ６/２　灰褐色砂（焼土を含む）�
３　５ＹＲ６/１　褐灰色砂（粘性あり，焼土・炭化物・骨片を含む）　�

Ａ�

１�
２�３�

２０８.１０ｍ�
Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

２７号住居跡カマド�

Ｘ:１６８,０６２�

Ｙ:５０,９７４�

Ｘ:１６８,０６３�

Ｙ:５０,９７５�

Ｘ:１６８,０６３�

Ｙ:５０,９７５�

重複関係を整理しておくと，本住居跡は，２５

号住居跡に切られており，１２・３３・３７号住居

跡を切っている。この重複で，東周壁の中央

が破壊されている。しかし，全体としては，

比較的遺存状態は良好であった。

堆積土は，４層に分層された。断面は，典

型的なレンズ状堆積の様相を呈しており，こ

のことから，遺構は自然に埋没したと考えて

いる。床面は，貼床されず，掘形底面がその

まま平坦に整えられている。とくに顕著な踏

み締まりは，認められなかった。床面と検出

面の比高差は，１５～２０�を測る。

本住居跡の平面プランは，正方形基調を呈

している。ただ，向かい合う東周壁と西周壁

では，長さが一致せず，台形気味となってい

る。規模は，東西５．６ｍ，南北５．３ｍを測り，

中型の部類に属する。床面積は，２９．７�である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に３０°振

れている。

カマドは，西周壁中央で検出された。煙道部は，残っていない。燃焼部は，袖長７０�，焚口幅３１

�の規模を有している。袖は，にぶい黄橙色砂主体に構築され，床面から１０�の高さが残っていた。

右袖脇で，土師器粗製杯が出土している。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図６８・６９，写真７３・７４・８２・８５）

本住居跡では，土師器片７０２点，須恵器片１１点，土製品４点，鉄製品１点が出土した。図示遺物は，２２

点ある。このうち，遺構に伴うのは７点で，半数に満たない。床面の遺物は，カマド周辺に分布が

偏らず，むしろ離れた位置に散在する傾向が窺えた。

図６８－１～８は，土師器杯である。１～４は，退化した有段丸底杯に分類される。全体に丸みの

ある器形であり，１を除くと，口縁部下端の段は痕跡的になっている。なお，４は，内面の黒色処

理が，ほとんど再酸化してしまっている。６は，無段丸底杯に分類される破片である。外面のケズ

リ調整は，粗く面取りされただけのもので，後述の杯とよく似ている。５・７・８は，内面をミガ

キ・黒色処理せず，ナデ調整だけで仕上げた杯である。また，外面の調整も粗雑であり，５・７は，

ケズリの単位がはっきり分かる。なお，８は，底部に静止糸切り痕が観察される。

図６８－１２・図６９－１・３は，口縁部の大きな土師器甕である。器形は広口で，胴部が膨らまずに，

そのまま下に窄まっていく。細部を観察すると，外面は器壁が荒れており，内面は口縁部下に煤が

図６７ ２７号住居跡カマド
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　堆積土�

６　堆積土�

９　堆積土�

１０　堆積土�

１１　堆積土�

１２　堆積土�

３　床面直上�

１３　床面直上�

１４　床面直上�

５　掘形埋土�

８　掘形埋土�

７　床面�

４　床面直上�

２　�１�

図６８ ２７号住居跡出土遺物（１）
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０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

１　堆積土�

４　堆積土�

５　堆積土�
６　堆積土�

７　堆積土�

８　掘形埋土�

２　床面直上�

３　床面直上�

図６９ ２７号住居跡出土遺物（２）
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付着している。この煮炊痕跡は，小型のものほど顕著な傾向が指摘される。

図６８－１３・１４，図６９－２は，胴部に膨らみを持つ土師器甕である。これに対応して，頸部は窄まっ

ている。このうち，図６８－１４は，口縁部が上から押し潰されたように屈曲した特徴的な器形を呈し

ている。類似した甕は，高木・北ノ脇遺跡で少なからず出土しており，年代的にまとまりのある系

譜で捉えられるかも知れない。

図６８－９は，須恵器杯蓋の破片である。胎土に，微細な白色粒子が観察される。天井部に，回転

ヘラケズリ調整が加えられている。

図６８－１０・１１は，大型の須恵器有台器種の破片である。高台は，「ハ」の字状に開くようで，体部

も，横幅が広くなるとみられる。したがって，瓶類になるとは考えられず，鉢や盤を上に乗せる器

種ではないかと推定している。

図６９－４は，須恵器甕の頸部片である。外面に平行タタキメが観察される。

図６９－５・７・８は，用途不明の土製品である。５は，指で簡単に成形している。７・８は，面

取りされた部分が観察される。

図６９－６は，鉄製刀子であろうか。欠損している。

ま と め

本遺構は，北ノ脇遺跡の南端で検出された竪穴住居跡である。遺存状態は，比較的良好であった。

平面プランは，正方形基調を呈しており，中型の規模を有している。カマドは，西周壁中央に設置

されていた。

本住居跡が営まれたのは，床面の遺物から，国分寺下層式期と考えている。 （菅 原）

２８号住居跡 ＳＩ２８

遺 構（図７０，写真４１）

本遺構は調査区北部のＯ１８－６７・７７グリッドにかけて検出した竪穴住居跡で，住居跡の大部分が

３号住居跡と重複している。他にも複数の住居跡と重複する可能性があるが，新旧関係を判断でき

た住居跡どうしの関係は３４号住居跡→２８号住居跡→３号住居跡の順に造られている。それら３軒は

ほぼ同位置に建て替えられていたようである。３軒の住居跡は自然堤防の頂部から後背湿地へと傾

き始める緩斜面上に立地しており，住居跡の東側からは小ピット以外の遺構は検出できなかった。

本住居跡はＬ�中から検出できたが，東側の一部を残して３号住居跡に掘り込まれており，遺存

状態は極めて悪い。３号住居跡の北周壁の延長上から北周壁の一部と北東隅部分が確認できたが，

東周壁側には撹乱が入り込んでいた。そのため検出できた部分は，遺存する北周壁約２ｍと，それ

を底辺とした二等辺三角形のような形をした約４．５�ほどの範囲だけである。３号住居跡はＬ�を深

く掘り込んでいたが，本住居跡は検出面から床面までの深さが約１０�と浅く，住居跡内堆積土は黒

褐色砂の単層であった。遺存する北周壁の立ち上がりは緩やかで，床面はＬ�を掘り込んだだけで

造られているため，ほぼ平坦であるがしまりは感じられなかった。遺存する北周壁部分から，住居
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図７０ ２８号住居跡・出土遺物
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の主軸方位はＮ４０°Ｅと推定される。

また，３号住居跡の北周壁からは煙道が確認できた。はじめ３号住居跡のカマドの造り替えの可

能性を考えたが，３号住居跡と本住居跡の床面ではレベル的に本住居跡のほうが一致するため，本

住居跡のカマドと判断した。煙道は長さ約８０�，幅約４０�の一部分しか確認できなかったが，周壁

から直交して住居の外へと延びていたものとみられる。煙道内には黒褐色砂が堆積していた。

遺 物（図７０）

本住居跡からの出土遺物は少なく，土師器片２８点ほどである。そのうち図示したものは図７０－１

の土師器の甕１点である。体部外面にはハケメ調整が認められる。

ま と め

本住居跡から検出された煙道は北東隅から約４ｍのところに設置されている。そのため，カマド

が周壁の中央に付設されていたものとすれば，一辺約８ｍほどの３号住居跡と同規模の大型の住居

跡であった可能性も考えられる。大きさは南周壁側が確認できなかったため推測にすぎないが，３

号住居跡は主軸の傾きや北周壁が一致しており，本住居跡を意識して造られたものとみられる。

出土遺物が少ないが，出土した遺物はおよそ栗囲式期のものとみられ，本住居跡はそのころに営

まれた住居跡と考えられる。 （大 波）

２９号住居跡 ＳＩ２９

遺 構（図７１，写真４２）

本遺構は，Ｏ１９－５６・５７・６６グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，後背湿地に

面した自然堤防の東斜面である。本住居跡の東半分は，調査区外に広がっており，今回は部分的な

調査にとどまった。

重複関係を整理しておくと，本住居跡は，３６号住居跡を切っている。

堆積土は，３層に分層された。このうち，�２・３は，カマド内堆積土であり，焼土を多量に含

んでいる。床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。とくに顕著な踏み締

まりは，認められなかった。床面と検出面の比高差は，２８�を測る。

本住居跡の平面プランは，方形基調を呈している。規模は，東西３．５ｍ，南北５．５ｍ以上を測り，

中型の部類に属する。床面積は，１３．８�以上である。住居跡方向は発掘基準線北に対して，東に４３°

振れている。

カマドは，西周壁中央で検出された。煙道部は，残っていない。燃焼部は，袖長１１０�，焚口幅

４５�の規模を有している。袖は，にぶい黄橙色砂主体に構築され，床面から２６�の高さが残ってい

た。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図７２，写真７４・８２）

本住居跡では，土師器片２０８点，須恵器片４点，土製品１点が出土した。図示遺物は，６点ある。
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このうち，図７２－５の１点が，遺構に共伴している。

図７２－１～３は，土師器杯である。１は，口縁部の大きく開いた有段丸底杯である。２も，有段

丸底杯に分類されるが，器形全体が丸みを帯び，段は痕跡的になっている。３は，須恵器杯の模倣

とみられ，口縁部が直立している。内外面は，ミガキ・黒色処理されている。

図７２－４・５は，土師器甕である。４は，小型品になるもので，器面には，煮炊痕跡が明瞭に観

察される。器形は，口縁部が大きく開いている。５は，中型品であろうか。下半部だけなので，器

形全体の特徴は知ることができない。

図７２－６は，土製の紡錘車である。

ま と め

本遺構は，後背湿地に面した自然堤防の東斜面に営まれた竪穴住居跡である。東半分が，調査区

外に広がっている。この制約で，遺構の詳細については，不明な点が多い。

平面プランは，方形基調を呈しており，カマドは，西周壁中央に設置されていた。

図７１ ２９号住居跡
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０� １０㎝�
（１/３）�

０� ５㎝�
（１/２）�

２　堆積土�

３　堆積土�

５　堆積土�

６　堆積土�

４　床面直上�

１　掘形埋土�

本住居跡が営まれたのは，床面の遺物と下層住居跡の所見から，栗囲式期～国分寺下層式期の幅

の中で捉えられる。 （菅 原）

３０号住居跡 ＳＩ３０

遺 構（図７３・７４，写真４４・４５）

本遺構は，Ｏ１９－６・７・１６・１７・２６・２７グリッドにかけて検出された竪穴住居跡である。営まれ

たのは，後背湿地に面した自然堤防の東斜面である。重複関係を整理しておくと，１６号住居跡に切

られ，３２・３９号住居跡を切っている。南東隅が壊されているが，平面プランは，ほぼ全体が捉えら

れている。

堆積土は，１層で，にぶい黄橙色砂が床面を覆っていた。この土層が，自然堆積土であるか，人

為堆積土であるかについては，不明である。床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整え

られている。カマド前面には，踏み締まりが顕著に認められた。床面と検出面の比高差は，１２～１５

�を測る。

本住居跡の平面プランは，方形を呈している。規模は，東西５．６ｍ，南北６．３ｍを測り，北ノ脇遺

跡では，中型の部類に属する。床面積は，３５．３�である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，

東に１０°振れている。

図７２ ２９号住居跡出土遺物
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図７４ ３０号住居跡カマド・出土遺物
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カマドは，北周壁中央で検出された。煙道部は，ほとんど残っていない。燃焼部は，袖長１１０�，

焚口幅４６�の規模を有している。袖は，にぶい黄褐色砂主体に構築され，床面から１４�の高さが残っ

ていた。構築土には，部分的に焼土が含まれている。また，両袖は，伏せた土師器甕を先端に埋め

込んで，補強が行われていた。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図７４）

本住居跡では，土師器片３７０点が出土した。図示遺物には，土師器甕３点がある。このうち，図７４

－１・２の２点が，カマド袖に転用されていたものである。

図７４－１は，胴部の膨らみが弱く，２は，寸胴である。３は，卵形の胴部を有している。以上の

３点は，外面がハケメ調整で共通する。

ま と め

本遺構は，後背湿地に面した自然堤防の東斜面に営まれた竪穴住居跡である。平面プランは，長

方形基調を呈しており，中型の規模を有している。

カマドは，北周壁中央に設置されていた。

本住居跡が営まれたのは，共伴遺物と重複遺構の所見から，栗囲式期～国分寺下層式の幅の中で

捉えられると思われる。 （菅 原）

３１号住居跡 ＳＩ３１

遺 構（図７５，写真４６）

本遺構は調査区北部のＯ１８－７３・７４・８３・８４グリッドから検出された竪穴住居跡である。本住居跡

は複数の住居跡と重複しており，それぞれの関係は３１号住居跡→１号住居跡→７号住居跡の順に造

られている。他に２３号住居跡とも重複しているが，その部分は７号住居跡で破壊されており，遺構

の調査からは新旧関係を判断できなかった。

本住居跡はＬ�上面から検出できたが，ほとんどが１号住居跡と重複するため，検出できた部分

は北周壁際と東周壁の一部分である。検出できた周壁からは，住居跡の主軸方位がＮ３１°Ｅと，１号

住居跡と傾きもほぼ一致している。本住居跡の遺存状態は悪く，住居跡内堆積土は床面上に部分的

に堆積した灰黄褐色砂しか確認できなかった。住居跡の大きさは，北周壁で約５．０ｍ，東周壁の遺存

する部分で約２．０ｍを測る。床面はほとんど残らないが，確認できた範囲では平坦に造られている。

カマドのなどの付属施設は確認できなかった。

遺 物（図７５，写真７４）

本住居跡からは土師器片４０点が出土している。そのうち図示したものは土師器２点で，この２点

は１号住居跡の調査中から確認できていたもので，北周壁の両隅のほぼ床面から出土したものであ

る。

図７５－１は器形から杯としたが，内面はヘラナデのみで，黒色処理が行われていない。同図２は
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０� １０㎝�
（１/３）�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

　３１号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�

Ａ�
１�２０８.４０ｍ�

Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

３１号住居跡�

１　床面直上�

２　床面直上�

図７５－２�

�

ＳＩ３１�

ＳＩ１３�
ＳＩ０４�

ＳＩ２０�

ＳＩ１１�

ＳＩ２３�

ＳＩ０７�

ＳＩ０１�
�

図７５－１�

Ｙ:５０,９７０�

Ｘ:１６８,０８８�

Ｙ:５０,９７０�

Ｘ:１６８,０８５�

Ｙ:５０,９７５�

Ｘ:１６８,０８８�

Ｙ:５０,９７５�

Ｘ:１６８,０８５�

図７５ ３１号住居跡・出土遺物
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無底式の甑である。器形は甕に近似したものが認められるが，内面は縦方向にヘラナデが施され，

下部を横方向のケズリで仕上げられている。

ま と め

本住居跡の遺存状態は悪く詳細は不明であるが，北周壁が約５ｍを測ることから本集落内では標

準的な大きさの住居跡とみられる。また，ほぼ同位置に造られた１号住居跡は，住居跡の傾きも一

致し，北周壁は同じく約５ｍであることから，本住居跡を意識して建て替えられたものと推測する。

出土遺物や重複する住居跡との関係から，本住居跡は栗囲式期のものと考えられる （大 波）

３２号住居跡 ＳＩ３２

遺 構（図７６・７７，写真４８・４９）

本遺構は，Ｏ１９－６・１５～１７・２６・２７グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，後

背湿地に面した自然堤防の東斜面である。重複関係を整理しておくと，１６・３０住居跡に切られ，３９

号住居跡を切っている。上部削平が著しいが，平面プランは，全体が捉えられている。

堆積土は，１層で，にぶい黄橙色砂が床面を覆っていた。この土層が，自然堆積土であるか，人

為堆積土であるかは，不明である。床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられてい

る。カマド前面には，踏み締まりが顕著に認められた。床面と検出面の比高差は，最大で２～６�

を測る。

本住居跡の平面プランは，長方形を呈している。長軸方向は，南北にある。規模は，東西４．０ｍ，

南北４．８ｍを測り，中型の部類に属する。床面積は，１９．２�である。住居跡方向は，発掘基準線北に

対して，東に３４°振れている。

カマドは，西周壁中央で検出された。煙道部は，周壁から１５１�の長さを測り，底面レベルは，先

端に向かってわずかに上がっている。燃焼部は，袖長８７�，焚口幅３８�の規模を有している。袖は，

にぶい黄褐色砂主体に構築され，床面から２５�の高さが残っていた。構築土には，部分的に焼土が

含まれている。袖内壁面の焼土化は，断面図で示したような状況であった。

左袖脇から，土師器杯と小甕が出土した。杯は，伏せられており，甕は正立していた。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図７６，写真７５）

本住居跡では，土師器片１８０点，須恵器片４点が出土した。図示遺物は，３点ある。どれも遺構に

共伴している。

図７６－１・２は，土師器杯である。１は，有段丸底杯に分類されるもので，口縁部が直線的に外

傾している。２も，この類型に含まれるものであるが，底部は平底風をなしており，段は痕跡程度

になっている。以上の２点は，再酸化しており，内面の黒色処理がほとんど消えかかっている。

３は，土師器小甕である。口縁部が上から押し潰されたように強く屈曲した，特徴的な器形を呈

している。また，外面のハケメ調整痕も，小口柾目の条線間隔が広く，他と異なっている。高木遺
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０� １０㎝�
（１/３）�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

　３２号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�

Ａ�

撹　乱�

石�

石�

Ｐ９�

１� １� １�
撹乱�

２０７.９０ｍ�
Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

３２号住居跡�

１　床面�

２　床面�

３　床面�

ＳＩ３２�

ＳＩ１４�

焼土�

Ｘ:１６８,０７１�

図７６－２�

図７６－３�

図７６－１�

図７６－１�

ＳＩ１６�

ＳＩ３９�

ＳＩ４２�

ＳＩ１５�

ＳＩ３０�

Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０７６�
Ｙ:５０,９８６�

Ｘ:１６８,０７６�

Ｙ:５０,９８０�

図７６ ３２号住居跡・出土遺物
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０� １ｍ�
（１/２５）�

　３２号住居跡カマド堆積土�
１　７.５ＹＲ６/３　にぶい褐色砂　　　　　　　３　７.５ＹＲ５/２　灰褐色砂�
２　７.５ＹＲ７/１　明褐灰色砂　　　　　　　　４　７.５ＹＲ５/１　褐灰色砂�
　　　　　　　　（粘性あり，焼土を含む）　　５　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�

　３２号住居跡カマド構築土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
２　２.５ＹＲ５/３　にぶい赤褐色砂�
　　　　　　　　（焼土を含む）�
３　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
４　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
５　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
６　２.５ＹＲ５/３　にぶい赤褐色砂�
　　　　　　　　（焼土を含む）�
７　１０ＹＲ５/４　にぶい黄褐色砂�
８　１０ＹＲ６/４　にぶい黄橙色砂�
９　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
１０　１０ＹＲ５/２　灰黄褐色砂�
�

Ａ�

石�

土器�

土器� １�

３�
４�

５�

２�

２０８.１０ｍ�
�

Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

Ｂ
�
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� ２
�
３
�

４
�

６
�

５
�

８
�

７
�

９
�

２０
８
.００
ｍ
�

Ｂ
′
�

Ｂ
�

Ｂ
′
�

３２号住居跡カマド�

焼土�

Ｘ:１６８,０７４�

Ｙ:５０,９８０�

Ｘ:１６８,０７６�

Ｙ:５０,９８２�

Ｘ:１６８,０７６�

Ｙ:５０,９８０�

跡９区の９８号住居跡に類例がみられる。

ま と め

本遺構は，後背湿地に面した自然堤防の東斜面に営まれた竪穴住居跡である。平面プランは，長

方形基調を呈しており，中型の規模を有している。カマドは，西周壁中央に設置されていた。

本住居跡が営まれたのは，共伴遺物と重複遺構の関係から，栗囲式期～国分寺下層式の幅の中で

捉えられると思われる。 （菅 原）

３３号住居跡 ＳＩ３３

遺 構（図７８，写真４７）

本遺構は，Ｏ１９－３５・４５～４７・５６・５７グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，北

ノ脇遺跡南端の自然堤防の東斜面である。重複関係を整理しておくと，１２・１７・２５・２７号住居跡に切

られ，３７号住居跡を切っている。

図７７ ３２号住居跡カマド
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３３号住居跡�

１� １�２０８.００ｍ�
Ａ� Ａ′�

Ａ
′
�

Ａ
�

０� ２ｍ�
（１/２５）�

　３３号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂（焼土・炭化物を微量含む）�
�

Ｙ:５０,９７８�

Ｘ:１６８,０６５�

Ｙ:５０,９８４�

Ｘ:１６８,０６５�

Ｙ:５０,９８４�

Ｘ:１６８,０５７�

Ｙ:５０,９７８�

Ｘ:１６８,０５７�

ＳＩ３３�

ＳＩ１７�

ＳＩ２５�

ＳＩ２７�

ＳＩ１２�

高木�
ＳＩ１９４�
高木�
ＳＩ１９４�

ＳＩ３７�

撹　乱�

石�
石�

石�

石�

撹乱�

ＳＩ１７�

ＳＩ２５�

ＳＩ１７�

図７９－６�

図７９－４�

図７９－３�

図７９－２�

図７９－５�

図７９－７�

図７８ ３３号住居跡
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１　堆積土�
２　床面�

３　床面�

４　床面�

５　床面直上�

６　床面�

７　床面�

０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

本住居跡は，重複遺構の破壊で，遺存状態には恵まれなかった。検出されたのは，床面積の２分

の１程度である。

堆積土は，１層で，灰黄褐色砂が床面を覆っていた。この土層には，微量の焼土・炭化物が含ま

れている。自然堆積土であるか，人為堆積土であるかについては，不明である。

床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。検出範囲では，とくに顕著な

踏み締まりは認められなかった。床面と検出面の比高差は，７～９�を測る。

本住居跡の平面プランは，方形を呈している。規模は，東西７．１ｍ，南北６．３ｍを測り，大型のク

ラスに属する。床面積は，４４．７�である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に１４°振れている。

カマドは，検出されていない。遺物の集中からみると，西周壁に設置されていた可能性が高いと

思われるが，２７号住居跡の破壊で，確かめることはできなかった。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図７９，写真７５・８１・８３）

本住居跡では，土師器片３７２点，須恵器片１点，石製品１点が出土した。図示遺物は７点ある。こ

のうち，図７９－１を除く６点が，遺構に共伴している。床面の土師器杯４点は，１か所にまとまっ

図７９ ３３号住居跡出土遺物
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ていた（図７９－２～４・６）。

図７９－１～４は，土師器杯である。１～３は，有段丸底杯に分類される。１は，小型品で，身が

深い。口縁部が急角度で立ち上がる。２は，底部が平底風で，口縁部の外側が肥厚している。３は，

大型品である。口縁部下端の段が，稜をなし，鋭い。４は，身の深い椀状をなすもので，口縁部下

端に痕跡的な段が認められる。

５は，土師器小甕である。口縁部が短く屈曲するだけで，あとは頸部から下が，ほとんど膨らみ

を持たないで，そのまま底部にいたる。外面は，被熱しており，器壁がボロボロに荒れている。

６は，ミニチュアの土師器杯である。

７は，有孔の石製品である。大型の平玉とみるべきだろうか。高木遺跡９区の１号溝跡で，小型

品の類例が出土している。

ま と め

本遺構は，後背湿地に面した自然堤防の東斜面に営まれた竪穴住居跡である。遺存状態に恵まれ

ておらず，床面積の半分は失われていた。カマドも検出されていない。平面プランは，方形をなし

ており，大きな規模を有している。

本住居跡が営まれた時期は，共伴遺物から，栗囲式期に求められる。 （菅 原）

３４号住居跡 ＳＩ３４

遺 構（図８０，写真４３）

本遺構は調査区北部のＯ１８－６７・７６・７７グリッドにかけて検出した竪穴住居跡で，複数の住居跡と

重複している。重複する住居は３４号住居跡→２８号住居跡→３号住居跡の順に造られており，３軒は

ほぼ同位置に建て替えられている。後背湿地へと傾く緩斜面上に立地するが，本住居跡付近から東

側は小ピットが多数検出されている。

本住居跡は２８号住居跡の床面から検出できたが，西側の大部分は３号住居跡に掘り込まれていて

確認できなかった。検出できた部分は東周壁約３．５ｍと，そこから西へ約１ｍほどの範囲で，北東隅

は小ピットに掘り込まれている。住居跡内堆積土は灰黄褐色砂であるが，北周壁の壁際にはにぶい

黄褐色砂塊を多量に含んだ砂層が三角堆積していることから，自然堆積と考えられる。検出面から

床面までの深さは約２０�前後で，周壁はほぼ直立する。本住居跡は緩斜面上に厚く堆積したＬ�を

掘り込んで造られるため，床面にしまりがなく，現状では凹凸がみられる。住居跡の主軸方位は，

遺存する東周壁部分からＮ４０°Ｅと推定される。

本住居跡は遺存する範囲が狭いため，他の付属施設は認められなかった。

遺 物（図８０，写真７５）

本住居跡からの出土遺物は少なく，土師器片２５点ほどである。そのうち図示したものは土師器の

甕２点であるが，どちらも堆積土中から出土したものである。

図８０－１は小型の甕で，口縁部が直立し，頸部に括れのない半球形のものである。体部外面に部
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３４号住居跡�
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�
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�
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′
�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

　３４号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�
２　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂（にぶい黄褐色砂塊を多量含む）�

Ｙ:５０,９８３�

Ｘ:１６８,０９４�
Ｙ:５０,９８９�

Ｘ:１６８,０９４�

Ｙ:５０,９８７�

Ｘ:１６８,０９０�

ＳＩ３４�

ＳＩ２８�

ＳＩ２０�

ＳＩ０３�ＳＩ０４�

１　堆積土�
２　堆積土�

０� １０㎝�
（１/３）�

撹　　乱�

撹
乱
�

ＳＩ０３�

ＳＩ２８�

０１８－６７�
P１０�

分的にハケメが認められる。同図２は甕の下半部で，体部外面がハケメ調整で，底部に木葉痕が認

められる。

ま と め

本住居跡は遺存状態が悪く，詳細はよくわからなかった。また，出土遺物も少なく時期は特定で

きないが，重複する３号住居跡との関係から栗囲式期に下限が求められる。

本住居跡は，東周壁側の一部分しか確認できなかったが，重複する３・２８号住居跡の主軸の傾き

はほぼ一致しており，興味深い。 （大 波）

図８０ ３４号住居跡・出土遺物
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３５号住居跡�

３
� ５
�
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�
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Ａ
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�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

　３５号住居跡堆積土�
１　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂�
２　１０ＹＲ４/２　灰黄褐色砂�
３　７.５ＹＲ３/１　黒褐色細砂（ややしまりあり，灰褐色・�
　　　　　　　　黒褐色土塊を少量含む）�
４　１０ＹＲ４/１　褐灰色砂（炭化材を多量含む）�
５　７.５ＹＲ４/１　褐灰色砂�
６　７.５ＹＲ３/２　黒褐色細砂�
７　７.５ＹＲ２/２　黒褐色細砂�

Ｙ:５０,９８２�

Ｘ:１６８,０８９�

Ｙ:５０,９８６�
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Ｙ:５０,９８６�
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ＳＩ２０�

ＳＩ０３�

１　堆積土�

０� １０㎝�
（１/３）�

焼土�

ＳＩ２６�

図８１－１�

３５号住居跡 ＳＩ３５

遺 構（図８１，写真５０）

本遺構は調査区北部のＯ１８－７６・７７・８６・８７グリッドにかけて検出した，一辺約３ｍの小型の竪

穴住居跡である。本住居跡の立地する地形は，自然堤防の頂部から東側の後背湿地へと傾き始める

緩斜面である。そのため，本住居跡の周囲は自然堤防頂部の平坦なところほど住居は密集していな

い。

本住居跡は，住居跡の東側に重複する２６号住居跡よりも先に築かれているが，本集落内の住居跡

と比べて掘り込みが深いため床面が遺存しており，住居跡の範囲を確定することができた。また，３

号柱列跡を構成する４号ピットとも重複しており，柱列跡のほうが新しい。

本住居跡はＬ�中から検出でき，検出面から床面までの深さは約７０�を測る。住居跡内堆積土は

図８１ ３５号住居跡・出土遺物
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レンズ状に堆積することから自然堆積と考えられる。堆積過程は大きく２段階に分けることができ，

はじめに�５・６の褐灰色砂を基調とした�５～８が堆積し，その後で�１・２の灰褐色砂を基調

とした�１～３が堆積したようである。�３・７・８はＬ�と近似する黒褐色細砂であるため，そ

れぞれの段階の周壁の崩落土と考えられる。全体的にみると均質な砂層が厚く堆積しており，１段

階と２段階のあいだにやや時間差が感じられるが，洪水砂のようなもので短時間に埋没したものと

推察される。

住居跡の主軸方位はＮ２５°Ｅと東へやや傾く。大きさは西周壁の上端が約３．２ｍを測るが，下端で

は一辺約２．５ｍのほぼ正方形である。

周壁は床面から約３０�ほどは直立して立ち上がるが，そこから上部は緩やかに外側へと傾斜して

いる。床面はほぼ平坦であったが，Ｌ�の砂層まで掘り込まれていたために調査中は水はけが悪く，

しまりはまったく感じられなかった。床面の中央には炭化物が広がっており，その周囲には西周壁

を中心に炭化材が散在していた。

同一の平面図上に同様に表現してしまったが，ちょうど床面の炭化物の広がるトーンの上に描か

れた遺物や炭化材は�２から出土したもので，後から流れ込んだものと考えられる。樹種同定の結

果からも床面から出土したものとは異なった結果が出ている。

西周壁側から検出された炭化材はモミ属と同定され，本住居跡に使用された木材と考えられる。

遺 物（図８１，写真７５）

本住居跡からの出土遺物は少なく，土師器片３９点，須恵器片２点である。そのうち図示したもの

は土師器１点であるが，後から流れ込んだもので本住居跡に伴うものではないと考えている。

図８１－１は小型の甕で，口縁部が僅かに外傾し，体部は内外面ともヘラナデが認められる。底部

は粗くケズリが施されていた。

ま と め

本住居跡は一辺約３ｍほどの小型で，他の住居跡と比べて掘り込みが深いことが特徴である。同

規模の住居跡としては８号住居跡や１５号住居跡が挙げられるが，同じくカマドが付いておらず，居

住用に使用されていたとは考え難い。

また，本住居跡からは炭化材が検出されたことから焼失家屋の可能性が考えられるが，炭化材以

外は積極的に判断できる材料はなかった。

本住居跡の時期は出土遺物が少ないため特定できないが，周辺に広がる住居跡の年代と大きく隔

たらないものと推測され，栗囲式期の年代幅に収まるものとみている。 （大 波）

３６号住居跡 ＳＩ３６

遺 構（図８２，写真５１）

本遺構は，Ｏ１９－５７・６６・６７グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，自然堤防の

東斜面である。本住居跡は，東半分が調査区外に広がっており，今回は，部分的な調査にとどまっ
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図８２ ３６号住居跡・出土遺物
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た。重複関係は，２９号住居跡に切られている。

堆積土は，１層で，黄橙色砂が床面を覆っていた。この土層には，炭化物が含まれており，比較

的大きめの炭化材の混入も，少なからず認められた。しかし，床面に密着したものは無く，焼土も

ほとんど形成されていなかったので，検出範囲の中では本住居跡が火災住居跡であるという確証は

得られなかった。

床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。とくに顕著な踏み締まりは認

められなかった。床面と検出面の比高差は，残りの良い北周壁で２２�を測る。

本住居跡の平面プランは，方形を呈している。規模は，東西１．９ｍ以上，南北４．１ｍを測り，小型

の部類に属する。床面積は，７．８�以上である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に３８°振

れている。

カマドは，北周壁で検出された。袖は残っておらず，住居廃絶時に壊されたと考えられる。煙道

部は，周壁から６３�残っていた。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図８２）

本住居跡では，土師器片９点が出土した。図示遺物には，土師器甕１点がある。これは，堆積土

から出土したもので，遺構には共伴していない。

図８２－１は，外面の頸部下端に段を形成しており，口縁部は外反して，端が玉縁状をなす。胴部

外面は，ハケメ調整されている。

ま と め

本遺構は，後背湿地に面した自然堤防の東斜面に営まれた竪穴住居跡である。調査区外に東半分

が広がっており，今回は部分的な調査にとどまった。床面直上層の様子から，火災住居跡の可能性

もあるが，確証は得られていない。

本住居跡が営まれたのは，重複遺構の関係から，栗囲式期～国分寺下層式期の幅の中で捉えるこ

とが可能と思われる。 （菅 原）

３７号住居跡 ＳＩ３７

遺 構（図８３，写真５２）

本遺構は，Ｏ１９－２５・２６・３５・４５グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，北ノ脇

遺跡南端の自然堤防の東斜面である。重複関係を整理しておくと，１７・２４・２５・２７・３３号住居跡に切

られている。この重複で，床面積の約３分の２が破壊されてしまっている。

堆積土は，１層で，黄橙色砂が床面を覆っていた。

床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。とくに顕著な踏み締まりは認

められなかった。床面と検出面の比高差は，３～７�を測る。

本住居跡の平面プランは，方形を呈している。しかし，破壊が著しく，詳細な検討は行われてい
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　３７号住居跡堆積土�
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図８３ ３７号住居跡
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１　床面� ２　床面�

０� １０㎝�
（１/３）�

ない。規模は，東西６．３ｍ，南北７．３ｍ以上を測り，大型の部類に属する。床面積は，４６�以上である。

住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に２５°振れている。

カマドは，検出されなかった。西周壁を除く場所が候補になるが，具体的には，分からない。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図８４，写真７５）

本住居跡では，土師器片１５０点が出土した。図示遺物には，土師器煮炊具２点がある。互いにもた

れかかった状態で，床面から出土した。

図８４－１は，大型の土師器長胴甕である。口径が，器形全体のなかで最も大きく，胴部径は，頸

部径を下回っている。つまり，上から下に窄まっていく器形を呈している。口頸部は，「く」の字状

に屈曲する。外面は，ハケメ調整である。

図８４－２は，大型の土師器甑である。無底式であり，外面はハケメ調整されている。胴部にあま

り膨らみは無く，口頸部は，「く」の字状に屈曲する。

ま と め

本遺構は，北ノ脇遺跡南端で，自然堤防の東斜面に営まれた竪穴住居跡である。重複遺構の破壊

が著しく，床面積の３分の１しか残っていなかった。カマドも検出されていない。

平面プランは，方形を呈しており，大きな規模を有している。

本住居跡が営まれたのは，床面の遺物から，栗囲式期に求められる。 （菅 原）

図８４ ３７号住居跡出土遺物
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　３８号住居跡カマド堆積土�
１　１０ＹＲ５/３　にぶい黄褐色砂（炭化物を含む）�
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図８５ ３８号住居跡
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１　堆積土�

２　掘形埋土�

３　掘形埋土�

４　掘形埋土�

５　堆積土�

６　堆積土�

溶着滓�
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３８号住居跡 ＳＩ３８

遺 構（図８５，写真５３）

本遺構は，Ｏ１８－９５・９６，Ｏ１９－４～６グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，

自然堤防の尾根中央付近である。他の遺構とは，直接の重複関係を持たない。ただ，周囲には数多

くの住居跡が密集している。

本住居跡は，プランの確定が難しかった。このため，ベルトを残した南北ラインを除くと，検出

作業を繰り返すうちに，周壁がほとんど無くなってしまった。

床面と周囲の土層は，堅さが違い，床面の方には微細な炭化物や粘土粒の分布がみられたので，

これを基準に両者を区別している。

堆積土は，２層に分層された。断面の様子から，それらは自然流入したと考えている。床面は，

貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。ただ，カマド付近では，浅い掘形が認め

られ，図示資料３点を含む定量の遺物が出土している。また，カマド前面中心に，踏み締まりが認

められた。床面と検出面の比高差は，１５�を測る。

本住居跡の平面プランは，方形を呈している。しかし，破壊が著しく，詳細な検討は行えていな

い。規模は，東西４．５ｍ，南北４．２ｍを測り，中型の部類に属する。床面積は，１８．９�である。住居跡

方向は，発掘基準線北に対して，東に１５°振れている。

カマドは，北周壁中央で検出された。袖は残っておらず，住居廃絶時に壊されたと考えられる。

煙道部は，周壁から長さ１３９�を測る。

ピット類は，検出されていない。

図８６ ３８号住居跡出土遺物
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遺 物（図８６，写真７５・８２）

本住居跡では，土師器片６３６点，土製品２点，鉄製品１点が出土した。床面の遺物は無いが，掘形

出土の３点は，構築年代の上限を知る手掛かりとなる。

図８６－１～３は，有段丸底の土師器杯である。１は，口縁部が大きく外傾するもので，口縁部外

面に軽いミガキが加えられている。２は，これに黒色処理が施されたもので，やや大型である。３

は，椀状の器形をなすもので，小型品に分類される。

図８６－４は，土製模造鏡である。指で簡単に成形しただけのもので，指頭痕が観察される。鈕は，

先端が欠けている。

図８６－５は，羽口の小破片である。溶着滓が付着している。

図８６－６は，鉄製刀子の破片とみられる。

ま と め

本遺構は，自然堤防の尾根中央付近に営まれた竪穴住居跡である。平面プランは，正方形基調を

呈し，中型の規模を有している。

カマドは，北周壁中央に付設されていた。袖は，残っておらず，住居廃絶時に壊されたと考えて

いる。

本住居跡が営まれたのは，掘形の遺物から，栗囲式期に上限が求められる。 （菅 原）

３９号住居跡 ＳＩ３９

遺 構（図８７，写真５４）

本遺構は，Ｏ１９－１５・１６・２５～２７グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，北ノ脇

遺跡の南端で，自然堤防の東斜面にあたる。重複関係を整理しておくと，１６・１７・３２号住居跡の３

軒に切られている。

本住居跡は，周辺遺構の調査が一段落し，検出面全体を３０�ほど下げた駄目押しの際に，検出さ

れた。このため，破壊を免れた一部の床面が検出されたにすぎない。したがって，実際の平面プラ

ンは，図示した状態より整っていたはずで，規模が大きかったと推定される。北周壁の位置は，もっ

と外側で，南西隅は，より大きく外側に回り込んでいたと考えられる。

堆積土は，駄目押し時に設定したベルトで，３層に分層された。断面の様子から，それらは自然

流入したと考えている。

床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えられている。微細な炭化物や粘土粒が散ら

ばっており，周囲の基本土層とは明確に区別された。ただ，踏み締まりは認められず，むしろ，検

出面より柔らかく感じられたほどであった。

本住居跡の平面プランは，方形を呈している。しかし，破壊が著しく，詳細な検討を行うことが

できなかった。規模は，東西７．５ｍ以上，南北４．３ｍ以上を測り，大型の部類に属する。床面積は，３２．３

�以上である。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に２６°振れている。
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３９号住居跡�

１�

２�

３�

土器�

土器�

２０８.００ｍ�
Ａ� Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

撹　乱�

０� ２ｍ�

（１/５０）�

　３９号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂�
２　１０ＹＲ５/３　にぶい黄褐色砂（黄橙色粘土粒を含む）�
３　１０ＹＲ５/３　にぶい黄褐色砂�
�

Ｙ:５０,９８７�

Ｘ:１６８,０７４�

Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０７４�

Ｙ:５０,９８７�

Ｘ:１６８,０６９�

Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０６９�

ＳＩ３９�

ＳＩ１５�

ＳＩ３２�

ＳＩ１４�

ＳＩ１７�
ＳＩ３２�

ＳＩ１６�

ＳＩ１７�

図８８－１�

図８８－２�

図８７ ３９号住居跡
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１　床面� ２　床面�

３　床面直上� ４　床面直上�

５　床面直上�
６　堆積土�

７　堆積土�

８　堆積土�

０� ５㎝�
（１/２）�

０� １０㎝�
（１/３）�

カマド・ピット類は，検出されていない。

遺 物（図８８，写真８２～８５）

本住居跡では，土師器片３０９点，土製品３点，石製品２点，鉄製品１点が出土した。図示遺物は８

点あり，このうち５点が遺構に伴っている。

図８８－１は，有段丸底の土師器杯である。口縁部の立ち上がり角度が急で，底径の比較的大きい

器形を呈している。底部外面に，焼成前の線刻が観察される。

図８８－２は，ミニチュアの土師器球胴甕である。口縁部は，意図的に打ち割られた状態を示して

いる。

図８８－３・４は，土製臼玉である。表面は，黒色処理されている。

図８８－５は，石製臼玉である。３３号住居跡の有孔石製品と同じ石材を用いている。

図８８－６は，球形の石製品であり，用途不明。

図８８－７は，土錘である。管玉の模造品かも知れないが，ここでは，両端が先細りになる形態的

特徴を優先して考えておく。

図８８－８は，鉄製刀子である。両端が欠損している。

ま と め

本遺構は，北ノ脇遺跡南端で，自然堤防の東斜面に営まれた竪穴住居跡である。駄目押しで検出

したため，本来残っていた平面プランは捉えることができなかった。

また，カマドも検出されていない。

本住居跡は，規模の大きいのが，特徴である。

なお，営まれた時期に関しては，床面の遺物から，栗囲式期と考えられる。 （菅 原）

図８８ ３９号住居跡出土遺物
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４０号住居跡�

２０８.２０ｍ� １�１� ２� ２�

土器�

２�
Ｂ� Ｂ′�

Ｂ�

Ｂ′�

２０８.２０ｍ�
Ａ� Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

撹
乱�

０� ２ｍ�
（１/５０）�

　４０号住居跡堆積土�
１　７.５ＹＲ４/２　灰褐色細砂�
２　１０ＹＲ５/３　にぶい黄褐色砂�

　４０号住居跡カマド堆積土�
１　７.５ＹＲ４/３　褐色細砂（焼土塊を多量含む）�
２　１０ＹＲ５/３　にぶい黄褐色砂�
�

Ｙ:５０,９７１�

Ｘ:１６８,０８２�

Ｙ:５０,９７１�

Ｘ:１６８,０７６�

Ｙ:５０,９７６�

Ｘ:１６８,０８２�

Ｙ:５０,９７６�

Ｘ:１６８,０７６�

ＳＩ４０�

ＳＩ１１� ＳＩ４１�

ＳＩ３８�

ＳＩ３２�ＳＩ２４�

ＳＩ１１�

ＳＩ３８�

４０号住居跡 ＳＩ４０

遺 構（図８９，写真５５）

本遺構は，Ｏ１８－９４，Ｏ１９－３・４グリッドにまたがって検出された竪穴住居跡である。営まれ

たのは，阿武隈川に面した自然堤防の西斜面肩部付近である。重複関係を整理しておくと，１１号住

居跡に切られている。

本住居跡は，上部削平が著しく，東側は床面が失われていた。検出されたのは，推定床面積の３

分の１以下である。

図８９ ４０号住居跡
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堆積土は，２層に分層された。残り少ないが，断面はレンズ状堆積の様相を呈しており，このこ

とから，遺構は自然埋没したと考えている。床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整え

られている。とくに顕著な踏み締まりは，認められなかった。床面と検出面の比高差は，２～４�

を測る。

本住居跡の平面プランは，方形を呈している。しかし，破壊が著しく，詳細な検討は行われてい

ない。規模は，東西２．７ｍ以上，南北６．０ｍ以上を測り，大型の部類に属するとみられる。住居跡方

向は，発掘基準線北に対して，東に６°振れている。

カマドは西周壁で検出された。袖は残っていない。煙道部は，周壁から長さ１４１�を測り，堆積土

には，多量の焼土塊が含まれていた。

ピット類は，検出されていない。

遺物は，土師器片４点が出土した。図示可能なものは無い。

ま と め

本遺構は，阿武隈川に面した自然堤防の西斜面に営まれた竪穴住居跡である。遺存状態が悪く，

検出されたのは，推定床面積の３分の１以下にとどまる。

カマドは西周壁に設置されていた。

本住居跡は，良好な共伴遺物に恵まれていない。重複する１１号住居跡も，同様なので，営まれた

時期については，特定することができない。 （菅 原）

４１号住居跡 ＳＩ４１

遺 構（図９０，写真５６～５８）

本遺構は，Ｏ１８－８５・８６・９５・９６グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，後背湿

地に面した自然堤防の東斜面肩部である。重複関係を整理しておくと，周辺遺構の中では最も古く

位置付けられ，２０・３５・３８号住居跡に切られている。

本住居跡は，南側で上部削平が著しく，そこでは，周壁と床面が失われていた。このため，検出

されたのは，推定床面積の３分の２程度である。

堆積土は，４層に分層された。断面は，典型的なレンズ状堆積の様相を示しており，このことか

ら，遺構は，自然埋没したと考えている。床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えら

れている。とくに顕著な踏み締まりは，認められなかった。床面と検出面の比高差は，残りの良い

北周壁で，５～１０�を測る。

本住居跡の平面プランは，方形を呈している。規模は，東西６．２ｍ以上，南北４．０ｍ以上を測り，

大型の部類に属するとみられる。住居跡方向は，発掘基準線北に対して，東に４°振れている。

カマドは検出されなかった。西周壁に設置されていた蓋然性が高いと思われるが，確証は得られ

ていない。

ピット類は，検出されていない。
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Ｙ:５０,９７７�

Ｘ:１６８,０８５�

Ｙ:５０,９８４�

Ｘ:�
１６８,０８５�

Ｙ:５０,９８４�

Ｘ:１６８,０８１�

Ｙ:５０,９７７�

Ｘ:１６８,０８１�

ＳＩ４１�

ＳＩ１８�ＳＩ３８�

ＳＩ２０�
ＳＩ３５�

ＳＩ２６�

ＳＩ２０�

撹
　
乱�

（１/５０）�

０� ２ｍ�

図９１－１�
図９２－３�

図９３－４�
図９１－８�図９１－９�

図９３－３�

図９３－１�

図９２－６�

図９１－４�

図９２－５�

図９３－５�

図９２－１�

図９２－３�

４１号住居跡�

図９１－７� 図９１－５�

図９１－２�

図９１－６�

図９１－１�

図９１－３�

図９２－４�

　４１号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ５/２　灰黄褐色砂（炭化物を少量含む）�
２　１０ＹＲ６/３　にぶい黄橙色砂（炭化物を微量含む）�
３　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂（炭化物を微量含む）�
４　１０ＹＲ５/３　にぶい黄褐色砂�

２０８.１０ｍ�
Ａ� Ａ′�

Ａ′�

１�

２�

２�

３�
３� ４�土器�

石�

石�

石�

石�

石�

石�

石�
石�

石�

石�

石�

石�

撹乱�

Ａ�

遺 物（図９１～９３，写真７６・８２～８４）

本住居跡では，土師器片５３１点，須恵器片３点，土製品４点，石製品１点などが出土した。

図示遺物は２１点ある。それらは，出土状況の違いで，床面の一群と，堆積土の一群に分けられる。

後者は，礫や焼土・炭化物が一緒になっており，生活残滓が一括廃棄された状況を明確に示してい

た。ちなみに，両者の間には，型式的に分離できるほどの年代差は認められない。したがって，住

居廃絶から，堆積土へ遺物が一括廃棄されるまでの時間幅は，さほど大きなものではなかったと推

定している。

図９０ ４１号住居跡
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（１/３）�
０� １０㎝�

１　堆積土� ２　床面�

３　堆積土� ４　堆積土�

８　堆積土�

１０　堆積土�

６　床面�

５　床面�

７　床面�

９　床面�

図９１ ４１号住居跡出土遺物（１）
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（１/３）�
０� １０㎝�

１　堆積土�

２　堆積土�

３　堆積土�

４　堆積土� ５　床面�

６　堆積土�

図９１－１～４は，土師器杯である。

１・２は，口縁部の大きく開いた有

段丸底杯に分類される。

３は，須恵器杯蓋の模倣杯で，再

酸化している。内面は，ミガキ・黒

色処理されていたと推定されるが，

ほとんど痕跡をとどめていない。

４は，やや大型の有段丸底杯

で，１・２に比べると，口縁部が急

角度で立ち上がる。

図９１－５は，完形品の須恵器杯身

である。床面に正立していた。全体

に偏平な器形であり，口縁部の立ち

上がり角度は，かなり斜めである。

底部外面は，手持ちヘラケズリ調整

が加えられている。胎土に，径２～

４�の白色粒子の混入が目立つ。色

調は，表面が青灰色，断面がにぶい

赤褐色を呈している。焼成は良好で，

堅緻である。ＴＫ４３～ＴＫ２０９型式に

比定されよう。

図９１－６は，土師器高杯である。

有段丸底杯を短脚に乗せたもので，

外面に，ハケメ調整痕が観察される。

脚部外面には，段が形成されている。

また，脚部の端は，きれいに割り揃

えられている。何かに転用されたの

だろうか。

図９１－７は，小型の土師器甑であ

る。全体の器形は，逆台形を呈し，

口縁部が短く屈曲する。底部の孔は，

中心からずれている。

図９１－８・９は，土師器小型甕で

ある。８は，胴部中央に膨らみを持 図９２ ４１号住居跡出土遺物（２）
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（１/２）�
０� ５㎝�

１　床面� ２　床面�

４　床面�

５　床面�
３　掘形埋土�

ち，頸部から口縁部がそのまま内傾する。器面は，荒れておらず，内面に煤の付着が観察されてい

ない。したがって，煮炊に使用されたものではないと考えられる。それに対して，９は，煮炊痕跡

が顕著である。器形は，口縁部下端に段を有し，胴部下半が強く窄まる。以上の２点は，外面がハ

ケメ調整されている。

図９１－１０は，中型の土師器甕である。口縁部が「く」の字状に屈曲するもので，外面はハケメ調

整されている。

図９２－１～３は，土師器球胴甕である。器形全体の判明するものは無い。どれも大型で，外面は

ハケメ調整されている。１は，広口で，口縁部下端に段が形成されている。

図９２－４～６は，土師器手づくね土器である。４・６は，指で簡単に形を整えただけの小型品で

ある。６は，やや大型で，内外面に粗雑な調整が加えられている。なお，内面は黒色を呈しており，

意図的なものと考えた。

図９３－１～３は，土製丸玉である。２は，偏平気味なので，臼玉とした方が良いのかもしれない。

表面は，黒色処理されている。

図９３－４は，土製勾玉である。

図９３－５は，石製紡錘車であり，表面に研磨痕が観察される。

ま と め

本遺構は，後背湿地に面した自然堤防の東斜面肩部に営まれた竪穴住居跡である。南周壁側は，

削平され，残っていない。カマドも検出されなかった。平面プランは，方形を呈しており，比較的

大きな規模を有している。

本住居跡では，床面と堆積土で定量の遺物が出土した。後者は，生活残滓と共に一括廃棄された

ものである。

それらの内容を参考にすると，本住居跡が営まれた時期は，栗囲式期に求められると思われる。

（菅 原）

図９３ ４１号住居跡出土遺物（３）
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Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０７８�

Ｙ:５０,９８３�

Ｘ:１６８,０７８�

Ｙ:５０,９８３�

Ｘ:１６８,０７４�

Ｙ:５０,９７９�

Ｘ:１６８,０７４�

ＳＩ４２�

ＳＩ２４�

ＳＩ３０�

ＳＩ１４�

ＳＩ３２�

ＳＩ３２�

ＳＩ３２�
撹　乱�
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（１/５０）�

０� ２ｍ�

４２号住居跡�
　４２号住居跡堆積土�
１　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
２　１０ＹＲ６/４　にぶい黄橙色砂�
　　　　　　　（炭化物を微量含む）�
３　１０ＹＲ６/４　にぶい黄橙色砂�
　　　　　　　（焼土を少量含む）�

２０８.００ｍ�
Ａ� Ａ′�

Ａ
′
�

Ａ
�

１�２�３�

土器�

１　堆積土�

２　堆積土�

１０㎝�

４２号住居跡 ＳＩ４２

遺 構（図９４，写真５９）

本遺構は，Ｏ１９－６・１５・１６グリッドで検出された竪穴住居跡である。営まれたのは，阿武隈川

に面した自然堤防の西斜面肩部である。重複関係を整理しておくと，３０・３２号住居跡に切られてい

る。

本住居跡は，西周壁付近の一部が検出されただけで，ほとんどは，重複遺構と撹乱で破壊されて

いた。検出されたのは，推定床面積の４分の１以下である。

堆積土は，３層に分層された。断面は，典型的なレンズ状堆積の様相を呈しており，このことか

ら，遺構は，自然埋没したと考えている。床面は，貼床されず，掘形底面がそのまま平坦に整えら

れている。とくに顕著な踏み締まりは，認められなかった。床面と検出面の比高差は，１５�前後を

測る。

本住居跡の規模は，東西１．７ｍ以上，南北３．２ｍ以上を測る。検出された西周壁でみると，住居跡

方向は，発掘基準線北に対して，東に４０°振れている。

図９４ ４２号住居跡・出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡
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カマドは検出されなかった。ただ，西周壁ぎわの床面で，カマド構築材とみられる板状石が出土

している。したがって，この付近に設置されていた可能性が高いと推定している。

ピット類は，検出されていない。

遺 物（図９４）

本住居跡では，土師器片１２３点が出土した。図示遺物は２点ある。それらは，堆積土から出土して

おり，遺構には伴っていない。

図９４－１は，有段丸底の土師器杯である。底部は平底風で，口縁部が内湾する。

図９４－２は，土師器甕の底部片である。大型の球胴甕であろうか。外面は，ハケメ調整されてい

る。

ま と め

本遺構は，阿武隈川に面した自然堤防の西斜面肩部に営まれた竪穴住居跡である。遺存状態が悪

く，検出されたのは，西周壁付近のごく一部だけであった。このため，遺構の詳細については，ほ

とんど知ることができなかった。

本住居跡が営まれたのは，重複遺構の所見から，国分寺下層式期～栗囲式期に下限を設定できる。

ただ，それ以上のことは，良好な共伴遺物に恵まれず，検討することができない。 （菅 原）

第２節 土 坑

１号土坑 ＳＫ０１

遺 構（図９５，写真６０）

本遺構は調査区北部のＯ１８－６２・６３グリッドにかけて検出した土坑で，Ｌ�上面から検出した。

この付近は竪穴住居跡の重複が著しく，本土坑は住居跡内の貯蔵穴とも考えたが，どの住居跡のも

のとも判断できないため，１号土坑として報告することとする。

本遺構は砂層のＬ�上面から検出したが，少なくともＬ�上面から掘り込んで造られたものとみ

られる。大きさは上端が長軸約１１０�，短軸約９０�の楕円形状であるが，下端は長軸約７０�，短軸約

４０�の長方形である。方形を基調に造られたものとみられるが，周壁が大きく崩落してしまったよ

うである。深さは検出面から約３５�を測る。堆積土は４層に分層でき，周囲から流れ込んだ様子が

観察できた。底面は平坦で，そこからは土師器の甕と甑の２個体が出土している。

遺 物（図９５，写真７６・７７）

出土した遺物は土師器４２点で，平面図上に示した２個体である。図９５－１の小型の甕は底面から

約１０�ほど浮いているが，同図２の甑はほとんど底面と変わらない位置から出土しており，本遺構

に伴うものとみられる。

図９５－１は小型の甕でリング状に煤が付着しており，煮炊具として使用されたようである。底部

第２章 遺構と遺物
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Ｙ:５０,９６７�

Ｘ:１６８,０９２�

Ｙ:５０,９６７�

Ｘ:１６８,０９３.５�

Ｙ:５０,９６８�

Ｘ:１６８,０９３.５�

Ｙ:５０,９６８�

Ｘ:１６８,０９２�

ＳＫ０１�

ＳＩ０６�

ＳＩ３１�

ＳＩ０１�
ＳＩ２３�

ＳＩ０２�

（１/３）�
０�

（１/２５）�
０� １ｍ�

１号土坑�

　１号土坑堆積土�
１　５ＹＲ４/２　灰褐色細砂�
２　５ＹＲ５/２　灰褐色砂�
　　　　　　　（灰黄褐色砂塊を多量含む）�
３　１０ＹＲ６/２　灰黄褐色砂�
　　　　　　　（褐灰色細砂塊を少量含む）�
４　１０ＹＲ５/３　にぶい黄褐色砂�
　　　　　　　（褐灰色細砂塊を少量含む）�

２０８.２０ｍ�
Ａ� Ａ′�

Ａ
′
�

Ａ
�

１�

２�
３�４�

土器�

石�

１０㎝�

図９５－２�

図９５－１�

２　�３�

１　堆積土�

は粗く削って仕上げられている。

図９５－２は無底式の甑で，体部外面は縦方向にヘラケズリが施されている。

ま と め

本遺構は形状と出土遺物から住居跡の貯蔵穴と考えられる。

この土坑と重複する住居跡は９・１３号住居跡があげられるが，位置的には９号住居跡の北周壁に

沿っている。また，出土遺物が甕や甑などの煮炊具であったことから，カマド脇に設けられたもの

の可能性がある。仮に９号住居跡に付属するものとすれば，９号住居跡のカマドは北周壁に付設さ

れていたとも推察できよう。

出土遺物からは時期が特定できないが，周辺から検出された住居跡と大きく隔たるものではない

ようである。 （大 波）

図９５ １号土坑・出土遺物
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　１号～３号柱列堆積土�
１　１０ＹＲ３/３　暗褐色砂質土（黄褐色砂塊を微量含む）�

Ｘ:１６８,０９６�

Ｙ:５０,９７４�

Ｘ:１６８,０９６�

Ｙ:５０,９８２�
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Ｘ:１６８,０８６�

Ｙ:５０,９８２�

第３節 柱 列 跡

１・２・３号柱列跡 ＳＡ０１・０２・０３

遺 構（図９６，写真６１）

本調査において検出された柱列跡は１～３号までの３条である。調査の結果，これら３条の柱列

跡は同時，あるいは極めて近い時期に機能したものと判断したため，ここでは併せて報告すること

とした。以下，詳細について検討する。

これらの柱列跡は調査区北側の中央部分に位置している。旧地形からみると，この付近は自然堤

図９６ １・２・３号柱列跡

第２章 遺構と遺物
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防頂部の平坦な地形となり，そこから東側は後背湿地にかけて緩やかに傾斜する。１・２号柱列跡

はこの地区を通る等高線にほぼ沿って並び，３号柱列跡は等高線に直交している。遺構の分布から

みると，３条の柱列跡は調査区南側の竪穴住居跡が密集する区域の北端付近に位置する。遺構の重

複関係は１号柱列跡が４号住居跡，２号柱列跡が４・２０号住居跡，３号柱列跡が３・４・３５号住居

跡とそれぞれ重複し，これら全ての竪穴住居跡より新しい。

１号柱列跡は５個，２号柱列跡は３個，３号柱列跡は４個の柱穴で構成される。堆積土は基本土

層のＬ�塊を含む暗褐色砂質土で，柱穴の南側ほど色調がやや明るくなるところが，全ての柱穴に

共通している。遺構の位置は１号柱列跡がＯ１８－５５・６４・７４グリッド，２号柱列跡がＯ１８－７５・８５グ

リッド，３号柱列跡がＯ１８－７５・７６・８６グリッドにそれぞれまたがって所在する。柱穴の平面形は１

号柱列跡Ｐ２が隅丸方形に近いが，他は円形ないし楕円形を呈する。規模は２号柱列跡Ｐ１が約３０

�で，浅めの１号柱列跡Ｐ４・５，３号柱列跡Ｐ３などが約１０�前後で，他はほぼ２０�内外である。

それぞれの柱列跡の各柱穴間の間隔は，１号柱列跡はＰ１からＰ５に向かって３．７＋３．８＋０．６＋０．４ｍ，

全長８．５ｍ，２号柱列跡がＰ１からＰ３に向かって３．６＋２．１ｍ，全長５．７ｍ，３号柱列跡がＰ１からＰ

４に向かって２．６＋２．２＋１．７５ｍで，全長６．５５ｍを測る。１号柱列跡のＰ４・５については浅く，軸方

向を変えてＰ３に近接していることから，Ｐ３の支え柱などの補助的役割，あるいは何らかの付帯

施設の柱穴の可能性もある。

ま と め

１号柱列跡と２号柱列跡の軸方向はほぼ平行で，３号柱列跡の端部は２号柱列跡の端部に近接し，

ほぼ等高線に直交して後背湿地側に延びている。このような遺構配置と，堆積土及び堆積状況が共

通することなどが，ほぼ同時期に柱列跡として機能していたと推測される点である。しかし，出土

遺物で明確に遺構に伴うものも無く，時期や性格は不明である。調査区内からは同様の小ピットを

多数検出していることから，それら小ピットとの関係を再検討することが必要である。

本遺構の所属時期は，他の住居跡との重複関係から，栗囲式期～国分寺下層式期に上限が求めら

れる。 （木 村）

第４節 ピット群

今回の調査では，多数のピットを検出した。その分布は，住居跡が密集して検出できた自然堤防

の頂部からは少なく，その東側の後背湿地へと続くとみられる緩斜面上に集中する。そのようなピッ

ト群の中には竪穴住居跡を掘り込んでいるものもあり，全体的に住居跡よりも新しいようである。

しかし，ピット群の検出は困難で，建物跡や柱列跡，あるいは個々の遺構に付属した施設という

ように関連づけて把握することができなかった。そこで速やかに住居跡の発掘調査に移るため，調

査方法の円滑化を計り，記録方法の簡略化を行っている。

ピット番号は，４つの小グリッドを合わせ，その範囲内で検出できた順に通し番号を付け，北西

第２編 北ノ脇遺跡
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図９７ グリッドピット群・出土遺物
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表１ グリッドピット一覧（１）

グリッド ピット
番号

長軸×短軸
（�）

深さ
（�） 土 層 注 記 備 考

Ｏ１８－４３

Ｐ１ ４３×４０ ２８ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ２ ３３×３３ ３３ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ３ ３０×２５ １６ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ４ ４２×４０ １２ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂

Ｏ１８－４５

Ｐ１ ５９×５１ ３１ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ２ ４５×４２ １９ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ３ ５０×４６ ２６ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ４ ４７×４７ ４２ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ５ ２２×２１ ８ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ６ ２９×２９ １５ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ７ ４６×４５ １２ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂

Ｏ１８－４７
Ｐ１ ５０×４８ － １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂 しまりなし
Ｐ２ ５３×５３ － １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂 しまりなし

Ｏ１８－６５
Ｐ１ ５５×４８ ３６ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ２ ５２×４５ １９ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ３ ３５×３２ ２９ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂

Ｏ１８－６７

Ｐ１ ３２×３０ ２６ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ２ ４３×３８ ３５ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ３ ５０×４７ ２７ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ４ ３７×３４ ２８ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ５ ２５×２０ － １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ６ ２５×２５ ２１ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ７ ５３×４８ ３２ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂 柱痕径約８�
Ｐ８ ４６×４４ ９ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ９ ６０×５２ ２４ １０ＹＲ６／１ 褐灰色砂 柱材（カヤ）が出土する。
Ｐ１０ ４８×４５ １１ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ１１ ６３×５０ ３０ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ１２ ３０×２６ ５ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ１３ ４０×３０ ２０ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ１４ ３５×３３ ３１ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ１５ ６５×６１ ３５ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂 柱材（カヤ）が出土する。
Ｐ１６ ７０×３２ ２２ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂

Ｏ１８－８３

Ｐ１ ３５×３１ １７ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ２ ４２×３６ １９ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ３ ４５×４３ １５ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ４ ２４×２３ ６ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ５ ４６×４２ ２０ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ６ ７２×４０ １２ １０ＹＲ４／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ７ ３８×３２ ２４ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂

Ｏ１８－８５
Ｐ１ ５９×５１ ３０ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ２ １０６×８９ ５４ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ３ １０×１５ １０ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ４ ２０×１６ １６ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂

Ｏ１８－８７

Ｐ１ ３８×３４ ２０ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ２ ６０×５１ ３２ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ３ ４６×４４ ２６ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ４ ４６×４６ ２３ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ５ ４８×４３ １９ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ６ ６０×５５ ３１ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ７ ６１×５５ ３６ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂 柱痕径約１２�
Ｐ８ ３６×２６ １６ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ９ ６２×５２ ２１ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ１０ ７５×６０ ２５ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ１１ ５５×４６ ４５ １０ＹＲ６／１ 褐灰色砂 柱痕径約１１� 焼土を含む。
Ｐ１２ ６３×４０ ２２ １０ＹＲ６／１ 褐灰色砂 焼土を少量含む。
Ｐ１３ ６７×５０ ４７ １０ＹＲ６／１ 褐灰色砂
Ｐ１４ ６５×６２ ５０ １０ＹＲ６／１ 褐灰色砂

Ｏ１８－８９

Ｐ１ ７１×４５ ２２ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ２ ７３×５０ ２４ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ３ ６４×４２ ３０ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ４ １００×６０ ４０ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ５ ９０×６０ ３０ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ６ ２６×２４ ２４ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ７ ２０×２０ ２２ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
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表２ グリッドピット一覧（２）

グリッド ピット
番号

長軸×短軸
（�）

深さ
（�） 土 層 注 記 備 考

Ｏ１８－８９
Ｐ８ ４０×３０ ２５ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ９ ２９×２８ ２３ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂

Ｏ１９－３

Ｐ１ ３６×３４ １１ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ２ ７２×５０ ３４ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ３ ３０×２８ １５ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ４ ５０×４８ ４５ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂

Ｏ１９－５

Ｐ１ ３６×２４ ４２ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ２ １０×８ １２ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ３ １２×９ ９ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ４ ７６×６８ ３７ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ５ ２１×１９ ４ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ６ ４８×４０ ２６ １０ＹＲ６／１ 褐灰色砂
Ｐ７ ５８×３８ ２８ １０ＹＲ６／１ 褐灰色砂
Ｐ８ ４７×３９ ２５ １０ＹＲ６／１ 褐灰色砂
Ｐ９ ５０×４０ ３５ １０ＹＲ７／２ にぶい黄橙色砂
Ｐ１０ ９０×６８ ４７ １０ＹＲ７／２ にぶい黄橙色砂
Ｐ１１ ９２×５５ ３１ １０ＹＲ７／２ にぶい黄橙色砂
Ｐ１２ ７５×７０ ２９ １０ＹＲ７／２ にぶい黄橙色砂
Ｐ１３ ２８×２６ ２２ １０ＹＲ７／２ にぶい黄橙色砂

Ｏ１９－７

Ｐ１ ６４×５０ ２２ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂 焼土を含む。
Ｐ２ ６０×５４ ３２ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂 焼土を含む。
Ｐ３ ４２×４０ ２１ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ４ ２１×２０ １６ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ５ ２１×２０ １５ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ６ ２７×２６ １４ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ７ ２４×２１ １５ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂 焼土を含む。
Ｐ８ ２１×２０ １２ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂 焼土を含む。
Ｐ９ ３８×３０ １３ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ１０ ５８×５６ ３５ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ１１ ３０×３０ ２３ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ１２ ２０×１９ １４ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ１３ ６３×５８ ２１ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ１４ ５２×４７ ２３ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ１５ ７０×６５ ２９ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ１６ ７４×６７ ３０ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂 焼土を含む。
Ｐ１７ １００×７３ ２９ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂 焼土を含む。
Ｐ１８ ６０×５４ ３０ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ１９ ８０×８０ １５ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ２０ ７０×６３ ４０ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ２１ １１５×５０ ３８ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ２２ ６０×５３ ２９ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ２３ ９０×８７ ４５ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ２４ ５０×４８ ２８ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ２５ ３４×３３ １８ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ２６ ３２×３２ ２４ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ２７ ５５×４３ ２６ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ２８ ８０×４８ １８ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ２９ ８６×５４ ２０ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ３０ ６３×６０ ３８ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂
Ｐ３１ ８０×４５ ４５ １０ＹＲ５／１ 褐灰色砂

Ｏ１９－９

Ｐ１ ２７×２６ ２１ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ２ ６８×５３ ３０ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ３ ２４×２３ ２０ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ４ ２５×２５ ２５ １０ＹＲ５／３ にぶい黄褐色砂
Ｐ５ ２７×２２ ２５ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ６ ２３×２２ ２０ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ７ ３７×３４ ３６ １０ＹＲ６／３ にぶい黄橙色砂
Ｐ８ ７６×６３ ４３ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ９ １３５×１８ ４０ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ１０ ２９×２９ ２３ １０ＹＲ６／２ 灰黄褐色砂
Ｐ１１ ２６×２５ １５ １０ＹＲ７／２ にぶい黄橙色砂
Ｐ１２ ５６×５１ ２６ １０ＹＲ７／２ にぶい黄橙色砂
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０� １０㎝�
（１/３）�

０� １ｍ�
（１/２５）�

Ｐ９�

Ｐ１５�

Ｐ９�

Ｐ１５�

Ａ�

１�

２�

Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

２０７.７０ｍ�

Ａ�

１�

Ａ′�

Ａ�

Ａ′�

２０７.６０ｍ�

　Ｏ１８－６７グリッドＰ９堆積土�
１　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂�
　　　　　　　（炭化物を微量含む）�
２　７.５ＹＲ４/１　褐灰色砂�

　Ｏ１８－６７グリッドＰ１５堆積土�
１　７.５ＹＲ４/３　褐色砂�

Ｘ:１６８,０８９.５�

Ｙ:５０,９８５.５�

Ｘ:１６８,０９０.５�

Ｙ:５０,９８６.５�

Ｘ:１６８,０９０�

Ｙ:５０,９８６.５�

Ｘ:１６８,０９０.５�

Ｙ:５０,９８７.５�

Ｘ:１６８,０９０�

Ｙ:５０,９８７.５�

Ｘ:１６８,０８９.５�

Ｙ:５０,９８６.５�

Ｘ:１６８,０８８.５�

Ｙ:５０,９８５.５�

Ｘ:１６８,０８８.５�

Ｙ:５０,９８６.５�

１　Ｐ９　堆積土�

２　Ｐ１５　堆積土�

隅にあたる小グリッドの番号をとって「Ｏ１９－３・Ｐ１」などと表記している。そして，それぞれ

のピットの位置は，その中心をグリッド配置図に落とした。ピットの詳細については，長軸，短軸，

深さ，堆積土の一覧表を作成した。

ピット群

遺 構（図９７～９９，写真６０）

調査区内からは，多数の小ピットを検出することができた。それらの大半は，自然堤防頂部から

調査区東側の後背湿地へと緩やかに傾き始める緩斜面上に集中して分布する。

それらピット群は，Ｌ�中から検出することができたが，他の遺構同様に検出は困難であった。

そのため，相互の関連性を捉えることができず，建物跡や柱列跡などの遺構を構成するピットのひ

とつとしては認識できなかった。重複関係が判断できたものには，竪穴住居跡を掘り込んで造られ

ているものがあることから，大部分のものが住居跡より後出するものと考えられる。

検出したピットは百数十個を数えたが，確認できなかったものが相当数に上るものとみられる。

図９８ ９・１５号ピット・出土遺物
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０� １０㎝�
（１/３）�

０� １ｍ�
（１/２５）�

Ｐ３１�

Ｐ３１�

Ａ�

１� １�

２�

Ａ′�

Ａ
�

Ａ
′
�

２０８.７０ｍ�

　Ｏ１９－７グリッドＰ３１堆積土�
１　７.５ＹＲ４/２　灰褐色砂（炭化物を少量含む）�
２　７.５ＹＲ５/１　褐灰色砂�

Ｘ:１６８,０７４.５�

Ｙ:５０,９８８.５�

Ｘ:１６８,０７４.５�

Ｙ:５０,９８９.５�

Ｘ:１６８,０７３.５�

Ｙ:５０,９８８.５�

Ｘ:１６８,０７３.５�

Ｙ:５０,９８９.５�

１　Ｐ３１　堆積土�

検出できたピットには同一方向に並んでいるものが多く，それぞれが何らかの建物跡を構成した柱

穴のひとつである可能性が高い。

住居跡を著しく重複して検出した頂部平坦面の分布状況は稀薄であったが，建物跡を建設する際

に立地条件の良い頂部平坦面を避け，後背湿地側が選地されたとは考え難い。ピット群は，自然堤

防頂部から東側の緩斜面にかけて広く分布し，複数の建物跡を構成していたものと考えられる。頂

部平坦面では住居跡内堆積土を掘り込んで造られていたため，その部分に位置したピットは確認で

きず，調査の際に掘り込まれてしまったものが少なくないものとみられる。

ピットの大きさは，直径約５０�前後のものと，それよりも小さい３０�未満のものとに分けること

ができる。平面形は，円形ないし楕円形を基調としている。検出面からの深さは３０�前後であり，

特に大きな掘形を必要とする建物跡ではなかったようである。

堆積土は，ほとんどが単一層で，基本土層のＬ�とは若干の色調の違いでしか判断できなかった。

しかし，堆積土中に焼土塊を著しく含んだピットも存在しており，人為堆積の様相がうかがえる。

また，柱痕跡が確認できたものがあり，直径約１０�ほどであった。

柱材の一部が出土したＯ１９－７・Ｐ３１からは，柱材を堆積土との関係で捉えることができた。柱

材は，根本を褐灰色砂で固めてから，灰褐色砂で覆っていた。

図９９ ３１号ピット・出土遺物
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遺 物（図９７～９９，写真７７・８５）

遺物は，掘形内から数点が出土している。そのほとんどが土師器の細片で，住居跡から出土した

ものと大きな違いは認められなかった。図示できたのは，Ｏ１９－７・Ｐ２から出土した１点のみで

ある。Ｏ１９－７・Ｐ２は，著しく重複するピット群の一角にあたる。

図９７－１は土師器の杯で，Ｏ１９－７・Ｐ２の掘形内から出土した。ここから出土した杯は，口縁

部径約１９．９�の大型で，平底の杯である。調整は，体部外面がヘラケズリで，内面がヘラミガキ後

に黒色処理が行われている。

また，Ｏ１８－６７・Ｐ９・Ｐ１５とＯ１９－７・Ｐ３１からは，柱材が出土している。遺存状態が悪いため

加工痕等は確認できなかった。しかし，樹種同定の結果，どの柱材も針葉樹のカヤが使用されてお

り，規格性がうかがえる。

ま と め

今回の調査は円滑化を計って，ピットの記録を簡略化して竪穴住居跡の調査を急いだため，必ず

しも充分な検討はできなかった。

ピット群には，自然堤防に平行するように並んだ状況が認められるものもあり，頂部平坦面から

後背湿地にかけて複数の建物跡が同時存在していた可能性が考えられる。そのような状況を加味す

れば，第３節で述べた１～３号柱列跡も単独に存在したものではなく，他のピットと関連したもの

であろう。

ピット群の時期は，他の遺構との重複関係や出土した遺物から，国分寺下層式期に上限が求めら

れる。Ｏ１９－７付近のピットは著しく重複するが，ピット群はほぼ同時期に出現し，短期間のうち

に機能を終えたと推察される。その時期は，自然堤防上に営まれた竪穴住居跡が激減する時期に一

致している。 （大 波）

第５節 遺構外出土遺物

今回の調査で，北ノ脇遺跡からは遺物２７，５６９点が出土したが，そのうち遺構外から出土したもの

はおよそ半数の１３，６１２点である。その内訳は，土師器１２，７９８点，須恵器７２０点，土製品１９点，石製品

６点，鉄製品７点，古銭などである。それらはすべて基本土層のＬ�中から出土している。土師器

・須恵器の出土量が多いが，北ノ脇遺跡で検出された住居跡とほぼ同時期のもので，古墳時代から

平安時代にかけてのものである。また，Ｌ�上層からは僅かながら縄文土器も出土しているが，そ

れらは下層部分の報告で扱うこととし，本報告書では取りあげてはいない。

北ノ脇遺跡は，阿武隈川右岸に発達した自然堤防上に立地するが，現況では耕作地となっており，

ほぼ平坦な地形となっている。しかし，古墳時代から平安時代にかけて集落が営まれたころの地形

は，現地形とは異なり，南北方向に延びた自然堤防の東側は，後背湿地へと続く緩斜面となってい

る。自然堤防の頂部の東西幅は約１５ｍほどで，その平坦部分に住居跡は密集している。調査区内に
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０� １０ｍ�
（１/４００）�

土師器�

１～１０点�

１１～５０点�

５１～１００点�

１０１～２００点�

２０１～３００点�

３０１～５００点�

５０１点以上�

おいて自然堤防の頂部と後背

湿地との比高差は約８ｍを測

るが，住居跡が立地するのは

東側の後背湿地側へ比高差約

４ｍほどのところまでである。

それより東側からは，多数の

小ピットが検出されている。

遺物は，調査区全体から出

土しているが，住居跡の密集

する範囲に集中している。し

かし，そこから後背湿地側の

緩斜面上には，多くの遺物が

流れ込んでおり，基本土層の

Ｌ�が厚く堆積して，遺物包

含層を形成している。

出土遺物のうち，土師器・

須恵器の土器類については，

それぞれの出土傾向をグリッ

ドごとに集計し，図１００・１０１

の模式図に示した。

土師器は出土量が多いため，

小グリッドごとに集計した。

住居跡の分布する範囲の自

然堤防上から東側の緩斜面に

かけて多く出土し，住居跡の

重複が著しい部分に集中して

いる。特に遺構の検出が困難であったグリッドの集計数が高く，この部分から検出できた住居跡の

遺物の保有率は高かったものとみられる。また，調査区北端のＯ１８－５７グリッドに遺物が集中する

のは，調査区内に排水路を引いた際に，１９号住居跡に伴っていた遺物を取りあげてしまったためと

考えられる。

須恵器は土師器ほど遺物が多くなかったため，４つの小グリッドを合わせて集計した。調査区全

体から均一に出土しているが，国分寺下層式期の住居跡が比較的まとまって検出できた南端部分か

らは，若干多く出土するようである。しかし，調査区の東端にあたるＯ１８－８９・９０・９９・１００グリッ

ドからは，出土した須恵器の総数の約１／３にあたる約２５０点が出土している。この付近は調査区内

図１００ 遺構外出土遺物分布図（１）
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０� ２０ｍ�
（１/８００）�

須恵器�

１～２０点�

２１～４０点�

約２５０点�

で最も標高の低い部分となり，ピット群以外の遺構は

検出されていない。そのため，西側に分布する遺構か

らの流れ込みとも考えられるが，土師器の出土点数に

対しても，あまりにも須恵器の点数が卓越しているこ

とから，何らかの要因が併存するものと推察される。

南接する高木遺跡は，調査区北部の東側が後背湿地

となっており，おそらく北ノ脇遺跡の東側斜面は，こ

の部分に繋がっていくものと推測できる。

高木遺跡の大溝と後背湿地では，水辺の祭祀が行わ

れており，そこからは須恵器提瓶・横瓶，土製玉類，

土製模倣鏡など多種多量の遺物が出土している。その

ため，北ノ脇遺跡の東側に形成された後背湿地でも，

高木遺跡と同じような水辺の祭祀が行われていた可能

性があり，出土点数に反映したのかもしれない。

遺構外から出土した遺物のうち，遺存状態の良いも

のと特徴のあるものについては，図１０２～１１８に図示した。出土遺物は土師器の出土量が圧倒的に多

いため，図示した遺物は須恵器を含んだ土器類が中心である。それらの時期は，北ノ脇遺跡で集落

が営まれた古墳時代の終わりから平安時代にかけてのもので，遺物量は検出された時期の遺構数に

比例するようである。土器以外の遺物は，時期の異なるものも含まれるが量的には少なく，概ね土

器類の時期と一致している。

土師器（図１０２～１１２，写真７７～８０・８３）

土師器は図１０２～１１２に図示した。それらは古墳時代の終わりから平安時代にかけてのもので，栗

囲式から表杉ノ入式に分類することができる。そのうちの大多数は栗囲式期から国分寺下層式期に

位置づけられるものである。ここでは，製作技術にロクロが導入されるものは区別して，非ロクロ

土師器の後方に配列している。

図１０２～図１０５－５は非ロクロの土師器杯で，ほとんどの杯の内面にはヘラミガキ後に黒色処理が

施されている。そのうちの大半の杯は，口縁部下端に段ないし稜が認められ，底部をヘラケズリで

仕上げた有段丸底のものである。

図１０２－１～図１０３－６は口縁部が大きく外反ないし外傾して開くもので，図１０２－７・８を除き，

口縁部下端に対応する段ないし稜が内面にも認められる。口縁部は，図１０３－４・６のように先端部

分が内湾するものもあるが，直線的に開いているものが多い。

図１０２－１・２は他のものに比べて口縁部が短く外反ないし外傾しており，底部の孤はあまりきつ

くないため，前型式の特徴を継承しているようである。

図１０１ 遺構外出土遺物分布図（２）
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図１０２－５の内面には漆が付着している。この杯の底部は焼成後に穿孔されており，同様のものが

１号住居跡からも出土している。（図５－１参照）

図１０２－１１は口縁部の外面にも部分的にヘラミガキが認められる。

図１０２－１２は器形，整形技法とも他のものと一致しているが，口縁部径が推定値で約２４．７�，器高

が約７．１�と大型である。

図１０３－７～１３は有段丸底杯であるが，口縁部が直立気味に立ち上がり，須恵器杯の影響を受けて

成立した器形と考えられる。同図１０を除き，他の杯は口縁部が外傾しており，杯蓋を模倣したもの

とみられる。

図１０３－８は，口縁部先端が内湾する。

図１０３－９は口縁部が推定値で約１２．８�と，他のものと比べて小型である。

図１０３－１０の口縁部は推定値で約１２．３�と同図９と同じく小型であるが，口縁部が内傾しており，

須恵器杯身の模倣とみられる。

図１０３－１４～図１０４－９は有段丸底杯の退化傾向がうかがわれ，口縁部下端に認められる内外面の段

ないし稜は，痕跡程度にしか残っていない。図１０４－５・７は，口縁部と体部の境の段が沈線化して

いる。

図１０４－２・６は，他の杯と異なり，底部から体部にかけてハケメ調整されている。

図１０４－７・８・９は口縁部径が１３�未満の小型のものである。

図１０４－８の底部は厚く，中央部分をケズリ残しており，平底に近い形になるものとみられる。

図１０４－１０～１５の器形は半球形をしており，同図１０・１４は口縁部先端がやや外反するが，他の杯に

は口縁部と体部との境がほとんど認められない。

図１０４－１０の底部から体部にかけての外面調整はヘラナデである。

図１０４－１３は，口縁部が直立ないし内湾しており，外面は体部のみならず口縁部にまでヘラケズリ

が施されている。

図１０４－１４・１５は外面全体にヘラミガキが認められる。

図１０５－１・２は平底化が認められる杯で，同図１は体部に沈線状の段が認められる。

図１０５－３の底部は柱状の高台が付く。

図１０４－４は須恵器杯身の器形に影響を受けたとみられる関東系のものである。内外面に黒漆が塗

られている。

図１０５－５は丸底で，口縁部径の割に器高が低い皿状のものである。口縁部は極めて短いものが直

立しており，外面の口縁部下端のところは沈線状になっている。調整は，外面は底部から口縁部に

かけてヘラケズリが施されており，内面はヘラミガキ後に黒色処理が行われている。この器形は他

の杯には認められず，上下を逆にすると須恵器杯蓋に近似している。また，この杯の口縁部分には

故意に欠いた痕跡が認められる。

図１０５－６は杯蓋のつまみのところで，内外面にミガキが施され，黒色処理されている。
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１９－５４ＬⅡ�

３　Ｏ１９ＬⅡ�

５　Ｏ１８－５５ＬⅡ�

９　Ｏ１８－５７ＬⅡ�

１２　Ｏ１８ＬⅡ�

２　Ｏ１９－４６ＬⅡ�

４　Ｏ１８－８４ＬⅡ�

６　Ｏ１８－５７ＬⅡ�

７　Ｏ１９ＬⅡ�

８　Ｏ１９－５６ＬⅡ�

１０　Ｏ１８－８４ＬⅡ�

１１　Ｏ１８－９５ＬⅡ�

漆�

（１/４）�

図１０２ 遺構外出土遺物（１）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１８－６７ＬⅡ� ２　Ｏ１９－２４ＬⅡ�

３　Ｏ１９ＬⅡ� ４　Ｏ１８ＬⅡ�

５　Ｏ１９－４６ＬⅡ� ６　Ｏ１８ＬⅡ�

７　Ｏ１８ＬⅡ�

９　Ｏ１８ＬⅡ�

１０　Ｏ１８ＬⅡ�

１３　Ｏ１８ＬⅡ�

１４　Ｏ１８－６３ＬⅡ�

８　Ｏ１８－５６ＬⅡ�

１１　調査区東側�
　　ＬⅡ�

１２　Ｏ１９－１７ＬⅡ�

１５　Ｏ１９－１４ＬⅡ�

図１０３ 遺構外出土遺物（２）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　調査区東側南半�

３　Ｏ１８－４５ＬⅡ�

４　Ｏ１９－１５ＬⅡ�

５　Ｏ１９－２４ＬⅡ�

１０　Ｏ１９ＬⅡ�

１２　Ｏ１９－１７ＬⅡ�

１４　Ｏ１９ＬⅡ�

２　Ｏ１８－８３ＬⅡ�

６　Ｏ１８－６５ＬⅡ�

１１　Ｏ１９－１８ＬⅡ�

１３　Ｏ１８－９５・９６�
　　ＬⅡ�

１５　Ｏ１８－６９ＬⅡ�

９　Ｏ１９－５ＬⅡ�８　Ｏ１８ＬⅡ�７　Ｏ１９－５ＬⅡ�

図１０４ 遺構外出土遺物（３）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１９－４５ＬⅡ�

３　Ｏ１８－７４ＬⅡ�

５　Ｏ１９－６ＬⅡ�

８　Ｏ１９ＬⅡ�

１０　Ｏ１８ＬⅡ�

１２　Ｏ１８－７３ＬⅡ�

６　Ｏ１８－７９ＬⅡ�

黒漆塗付�

２　調査区東側南半�
　　ＬⅡ�

４　調査区東側�
　　ＬⅡ�

７　Ｏ１８ＬⅡ�

９　Ｏ１９－３８ＬⅡ�

１１　Ｏ１８－９６ＬⅡ�

１３　Ｏ１８－５７ＬⅡ�

図１０５ 遺構外出土遺物（４）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１８ＬⅡ�

３　Ｏ１８－５５ＬⅡ�

４　Ｏ１８－５４ＬⅡ�

７　Ｏ１８ＬⅡ�

２　Ｏ１８ＬⅡ�

５　Ｏ１８ＬⅡ�

８　Ｏ１９－７ＬⅡ�

６　Ｏ１９－２４ＬⅡ�

図１０６ 遺構外出土遺物（５）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１９－４５ＬⅡ�

３　Ｏ１９－４５ＬⅡ�

４　Ｏ１８－５７ＬⅡ�

６　Ｏ１９ＬⅡ�

２　Ｏ１９－５ＬⅡ�

５　Ｏ１８ＬⅡ�

７　Ｏ１８ＬⅡ�

図１０７ 遺構外出土遺物（６）

第２章 遺構と遺物

１４５



０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１８ＬⅡ� ２　Ｏ１９ＬⅡ�

３　Ｏ１８－５７ＬⅡ�

４　Ｏ１９－６・７ＬⅡ�

５　Ｏ１８－４７ＬⅡ�

６　Ｏ１９－５ＬⅡ�

７　Ｏ１８ＬⅡ�

８　Ｐ１８－９０ＬⅡ�

図１０８ 遺構外出土遺物（７）
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０� １０㎝�
（１/３）

１　Ｏ１８－５７ＬⅡ�

２　Ｏ１８－８４ＬⅡ�

３　調査区東側北半�
　　ＬⅡ�

４　Ｏ１８ＬⅡ�
５　Ｏ１９－５ＬⅡ�

図１０９ 遺構外出土遺物（８）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１９－５４�

図１０５－７は球形の椀状のもので，把手状のものがはずれた痕跡が認められる。把手部分は確認で

きなかったが，胎土は異なるものの３号住居跡から把手状の土製品が出土しており，この椀形土器

にも同様のものが付いていた可能性が考えられる。（第１節 竪穴住居跡 図１５－６参照）

図１０５－８～１３は高杯である。杯部は内面黒色処理され，遺存するものは有段丸底杯に器形が求め

られる。口縁部は，同図１０では大きく外傾するが，同図９・１１は直立気味に立ち上がっている。

脚部の外面調整は，図１０５－１０はヘラケズリで仕上げられているが，他のものにはハケメ調整が認め

られる。同図８の脚部は長く発達し，４方透かしが認められるが，他のものは柱状ないし筒状の短

いもので，裾が「ハ」の字状に開いている。

図１０６－１～図１０８－８，図１１０－１は甕である。大半の甕の外面はハケメ調整され，底部の遺存す

るものには木葉痕が認められるものと，周縁に粘土が貼り付けられるものとが多い。

図１０６－１～３は小型球胴甕で，最大径は体部の中心にあり，頸部が括れて口縁部がくの字状に開

いている。同図１の外面にはハケメも認められるが，それらは内外面ともヘラナデが施され，煮炊

具として使用された痕跡は認められなかった。

図１０６－１の内面にはミガキが認められる。

図１０６－２は口縁部が短く直立気味に外傾し，底部が張り出す。底部には木葉痕が認められるが，

その他に１０数粒の籾痕が確認できる。

図１０６－３の甕は，他の球胴甕が端正に仕上げられる印象を受けるのに対し，歪みが大きい。口縁

部を上からみると，円形というよりは方形に近い形になるものとみられる。（写真７８参照）

図１０６－４～図１０７－５の甕は最大径が口

縁部にあり，器高よりも口縁部径のほうが

大きい。

図１０６－４～８，図１０７－５の甕には頸部

に明瞭な括れはなく，口縁部は直立気味に

外傾しており，小型のものにその傾向が強

い。他は，図１０７－１～３の甕は頸部が僅か

に括れ，口縁部が短く外反する。同図４は，

口縁部下端に明瞭な段が認められ，そこか

ら直線的に外傾する。

外面はハケメ調整のものも認められるが，

図１０６－４・６，図１０７－４・５にはヘラナ

デ，図１０７－１・２にヘラミガキ，図１０７－

３にヘラケズリが施されている。

図１０６－７の内面にはリング状に煤が付着

する。 図１１０ 遺構外出土遺物（９）
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０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１８－６７�
　　ＬⅡ�

２　Ｏ１９－１６�
　　ＬⅡ�

３　Ｏ１８－６５�
　　ＬⅡ�

４　Ｏ１９－３２�
　　ＬⅡ�

５　Ｏ１８－９５・９６�
　　ＬⅡ�

６　Ｏ１８－９６�
　　ＬⅡ�

７　Ｏ１９－９�
　　ＬⅡ� ８　Ｏ１９－３５�

　　ＬⅡ�

９　Ｏ１９－１８�
　　ＬⅡ�

１０　調査区東側北半�
　　ＬⅡ� １１　Ｏ１９�

　　ＬⅡ�

１２　Ｏ１８－６４�
　　ＬⅡ�

１３　Ｏ１８－５７�
　　ＬⅡ�

図１０７－１の外面には部分的にヘラミガキが認められる。

図１０７－２は外面が縦方向，内面が横方向にヘラミガキが施されており，内面は黒色処理されてい

る。

図１０７－６～図１０９－１，図１１０－１の甕は，口縁部径よりも器高のほうが大きい。口縁部が遺存す

るものは，外反ないし外傾するものが多く，口縁部と体部との境には段ないし稜が確認できる。

図１０７－６の底部の周縁にはヘラケズリが施されている。

図１０７－７の底部には木葉痕が２つ観察できる。

図１０８－４は頸部に括れがなく，口縁部が内湾し，先端が僅かに外反する。

図１０８－５・６の底部は，周縁に粘土が貼られている。

図１１０－１は他の甕に比べて法量が大きく，肩部に最大径があり，口縁部が直立する。口縁部付近

の積み上げ痕が目立つ。

図１０９－２～５は甑である。

図１０９－３・４が単孔式の小型のもので，内外面ともヘラナデが施されており，特に底部の周囲は

ヘラケズリで仕上げられている。

図１０９－２・５は無底式の大型のものである。それら２個体は近似しており，器形は土師器甕に求

めることができる。体部調整は，外面がハケメ，内面がヘラナデで，底部近くにはヘラケズリが施

されている。

また，同図５の内面には部分的にヘラミガキが認められる。

図１１１－１～３はミニチュア土器である。

図１１１ 遺構外出土遺物（１０）

第２章 遺構と遺物

１４９



０� １０㎝�
（１/３）�

１　Ｏ１９－６６ＬⅡ�
２　Ｏ１８－９８ＬⅡ�

３　Ｏ１８－８５ＬⅡ�

４　Ｏ１９－３５ＬⅡ�

５　Ｏ１８－８７ＬⅡ�

６　Ｏ１８－９０ＬⅡ�
７　Ｏ１９－１９ＬⅡ�

８　Ｏ１８－９６�
　　ＬⅡ中�

９　Ｏ１９－４５�
　　ＬⅡ� １０　Ｏ１９－６�

　　撹乱�

図１１２ 遺構外出土遺物（１１）
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図１１１－１～３の外面にはハケメ調整が認められる。

図１１１－１・２は口縁部と底部が遺存しないが，器形は土師器の球胴甕に求められる。

図１１１－３の外面調整は，口縁部がヨコナデで，体部に縦方向にハケメが施されており，器形は土

師器甕に求めることができる。

図１１１－４～１３は手捏ね土器で，指ナデや指押さえが認められる。

図１１１－４は高坏の脚部のような形をしており，他のものとは異なっている。

図１１１－６～８は丸底で，口縁部が内湾する。

図１１１－５・９～１３は平底のものである。同図５・１３の底部には木葉痕が認められる。

図１１１－５・９～１１の口縁部は底部からほぼ直立している。

図１１１－１２・１３は底部から直線的に外傾している。特に同図１３はロクロ調整の杯に近似している。

図１１２－１～８はロクロ調整の杯である。どの杯の内面も，ヘラミガキ後に黒色処理されている。

底部の切り離しは，同図２・５は回転ヘラケズリで再調整されて不明であるが，同図３・４・８は

回転糸切り痕が観察できる。

そのうちの図１１２－５～８は墨書土器で，同図５は「集」とみられるが，他のものは遺存状態が悪

く，判別できなかった。

図１１２－９・１０は非ロクロの内黒杯とみられる細片であるが，線刻の可能性がある沈線が確認でき

たため図示した。

須恵器（図１１３～１１６，写真８０・８１）

須恵器は図１１３～１１６に図示した。細片のものが多かったが，特徴あるものについては復元的に実

測図を作成して載せている。

図１１３－１～８は杯蓋である。同図１～３と同図４～８とに大別することができ，前者は丸底杯に，

後者は平底杯に伴うものとみられる。

図１１３－１・２は天井部が丸く，回転ヘラケズリが施されている。同図２は遺存状態が良く，天井

部と口縁部との境に形成された稜が明瞭で，口縁部がやや外に開いている。同図３は細片であるが，

口縁部の傾きから杯蓋とみられ，短く直立している。

図１１３－４は天井部が厚く平たいもので，口縁部は天井部から外傾し，先端に近くになるほど薄く

作られる。

図１１３－５・６は扁平で，同図７・８のようなつまみが付くものとみられる。天井部は平たく，そ

こから口縁部にかけて大きく外に開き，端部が下方を向いている。どちらにもかえりは認められな

かった。

図１１３－７・８は故意に欠いた痕跡が認められるもので，同図７・８ともつまみ部分を残して似た

ような形に割れている。また，つまみの縁の部分も細かく欠いた様子が観察できる。

図１１３－９・１０・１３は杯身である。
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１　Ｏ１８－７６�
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　　ＬⅡ�
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３　Ｏ１９－８ＬⅡ�
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　　ＬⅡ�
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図１１３ 遺構外出土遺物（１２）
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　　ＬⅡ�

５　Ｏ１８－５４ＬⅡ�
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９　Ｏ１９－２６ＬⅡ�
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　　ＬⅡ�

図１１４ 遺構外出土遺物（１３）
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図１１５ 遺構外出土遺物（１４）
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　　ＬⅡ�

２　Ｏ１８－６６ＬⅡ�

３　表採�

４　表採�

５　Ｏ１９ＬⅠ・Ⅱ�

６　表採�

７　Ｏ１８ＬⅡ�

８　Ｏ１９－６６ＬⅡ�

９　Ｏ１９－２７ＬⅡ�

図１１６ 遺構外出土遺物（１５）
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図１１３－９は底部が欠損しているが，受け口が付く丸底杯である。

図１１３－１０も底部が遺存しないが，手持ちヘラケズリが施された平底杯で，底部から口縁部にかけ

て外傾している。

図１１３－１１・１２は佐波理椀模倣とみられる高台杯である。同図１１・１４は細片であるが，焼成は良好

で，口縁部が外反する。

図１１３－１３は高台杯で，底部は静止糸切りである。

図１１３－１４は底部しか遺存しないが，手持ちヘラケズリが施された平底杯とみられる。

図１１３－１５～図１１４－１１は壺類あるいは甕類で，多種多様のものがみられる。

図１１３－１５～１７は底部周辺しか遺存していないため，器形は不明である。同図１５・１６の底部は回転

ヘラケズリで再調整されており，同図１７は短い高台が付く。

図１１４－１・２は瓶類とみられ，遺存する部分の大きさや器形は近似しており，同規模で，短い高

台が付くもののようである。

図１１４－３は短頸瓶で，頸部が短く直立する。

図１１４－４は肩部が張り，短く直立した口縁部の付いた短頸壺である。

図１１４－５～７は口縁部が「く」の字状に開く，壺類とみられる。同図７は遺存状態が良く，体部

の上半部分にはカキメが観察でき，下半部にはヘラケズリが施されている。

図１１４－８は，口縁部が欠損するため器形はよくわからないが，肩部の張り具合から瓶類になるも

のとみられる。底部は回転ヘラケズリが施されている。

図１１４－１１～図１１５－３は甕で，特に図１１５に掲載した３点は大型である。外面にはタタキメ，内面

には当て具痕が観察できる。

図１１４－９・１０，図１１６は細片のため，器形は不明なものが多い。

図１１４－９，図１１６－１～５は口縁部付近の細片である。どれも外面には波状文が付き，図１１６－３

～５は波状文が沈線で区画されている。

図１１４－６～９は体部の細片で，タタキメと同心円状の当て具痕が認められる。タタキメは，同図

６～８は平行タタキであるが，同図９は格子状のものである。同図７には横方向に走るカキメも観

察できる。

土製品・石製品（図１１７，写真８１・８２・８４）

土製品のほとんどは，検出された住居跡に出土例がみられるものである。そのうち図示したもの

は，玉類７点，羽口１点，筒形土製品１点，棒状土製品６点，円盤状土製品１点である。石製品で

図示できたものは石臼１点である。

図１１７－１～５は土製丸玉で，どれも表面が黒色処理されており，部分的にミガキが認められるも

のもある。どれも丸玉として報告するが，同図２・３などは穿孔されている両面が平たいため，臼

玉としたほうがよいかもしれない。
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図１１７ 遺構外出土遺物（１６）

第２章 遺構と遺物

１５７



０� ５㎝�
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１　Ｏ１９－２７�
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２　Ｏ１９－３４�
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３　Ｏ１８�
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１３　Ｏ１９－３８�
　　ＬⅡ�

図１１７－６は丸玉と同じように表面が黒色処理され，２つ並んで穿孔されている。欠損していて元

の形状は不明であるが，全長約５�ほどになるとみられる。

図１１７－７は勾玉である。穿孔される部分が厚ぼったく作られており，面取りされて丸みを帯びて

仕上げられている。

図１１７－８は羽口で，端部が欠けている。

図１１７－１２は筒形土器である。外面はハケメ調整されるが，内面は指押さえの付いた積み上げ痕が

そのまま残っている。

図１１７－９～１１，１５は欠損しており，元の形状がよくわからず，用途は不明である。同図９は断面

が方形となり，縦方向にケズリが施されている。同図１０・１１・１３・１４の断面は直径約５�前後の円形

である。指ナデで形が整えられている。同図１１・１４は芯材に植物質のものを入れて焼いたためか，

その部分が空洞となっている。それらの用途については，同図１０は端部が広めに作られており，そ

のような形状はカマド支脚に認められる。他の３点についても支脚であった可能性がある。同図１５

は直径約２�前後のもので，他のものとは異なった用途が考えられる。

図１１７－１６は円盤状のもので，面取りされて円形に近い形に仕上げられている。

図１１７－１７は石臼である。内面には刻み目が付けられている。

図１１８ 遺構外出土遺物（１７）
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その他（図１１８，写真８５）

他に図示したものは図１１８－１～９の鉄製品９点，同図１０～１３の古銭４点である。鉄製品は遺存状

態が悪いが，形状がわかるものについては，北ノ脇遺跡で営まれた集落の時期と重なるものとみら

れる。

図１１８－１～３の３点は欠損していて元の形状がわからないが，断面の形状から刀子とみられる。

同図１・２に比べて同図３がやや大きい。

図１１８－４～７の４点は錆膨れが著しいが，端部と断面の形状から角釘と考えられる。同図７の残

りが良く，他のものと比べて幅広のものである。

図１１８－８は遺存状態が悪いが，中央が穿孔されており，金メッキが施されている。このような形

状は，藤ノ木古墳などの末期古墳から出土する座金具に類例が求められ，元は六弁の蓮華文であっ

たものと推測される。

図１１８－９は先端が尖っていたものとみられるが，錆膨れが著しく元の形状はわからない。

図示した古銭のうち，図１１８－１０が「永楽通寳」，同図１１・１２が「寛永通寳」の文字が読み取れる。

図１１８－１３は，明治以降に鋳造された一銭である。 （大 波）

第２章 遺構と遺物

１５９



表３ 竪穴住居跡一覧

� グリッド 平面形 主軸方位 規模
（長軸×短軸ｍ）

カマド
位置 備 考

ＳＩ０１ Ｏ１８－８３・８４・９３・９４ 長方形 Ｎ３３°Ｅ ５．０×３７ 北周壁 カマド掘形のみ

ＳＩ０２ Ｏ１８－５３・５４・６３・６４ 略正方形 Ｎ２２°Ｅ ２．８×２．５ 北周壁

ＳＩ０３ Ｏ１８－５６・６５～６７・７５～７７ 長方形 Ｎ４５°Ｅ ６．８×５．６ 西周壁 ４主柱穴，部分的に貼床

ＳＩ０４ Ｏ１８－６４・６５・７４・７５ 正方形 Ｎ１２°Ｗ ５．３×５．２ － ４主柱穴？

ＳＩ０５ Ｏ１８－４３・４４・５３・５４ 略正方形 Ｎ３６°Ｗ ４．７×４．３ －

ＳＩ０６ Ｏ１８－５２・５３・６２・６３ 略正方形 Ｎ４３°Ｗ ３．７×３．３ 北周壁

ＳＩ０７ Ｏ１８－７２・７３・８２・８３ 長方形 Ｎ１８°Ｅ 残４．５×３．９ 北周壁

ＳＩ０８ Ｏ１８－５２ 長方形 Ｎ２０°Ｅ 残２．３×１．９ －

ＳＩ０９ Ｏ１８－６２・６３・７２・７３ 方形 Ｎ１７°Ｗ ４．２×残３．７ －

ＳＩ１０ Ｏ１９－１３・１４・２２～２４・３２～３４ 正方形 Ｎ２３°Ｅ ７．３×７．２ 西周壁 住居掘形を確認

ＳＩ１１ Ｏ１８－８４・９４・９５・Ｏ１９－４ 正方形？ Ｎ３０°Ｅ 残３．４×３．４ －

ＳＩ１２ Ｏ１９－４４・４５・５４・５５ 正方形 Ｎ１７°Ｅ ６．５×６．２ －

ＳＩ１３ Ｏ１８－６３・７３・８３ 方形 Ｎ４２°Ｗ ４．７×残４．５ －

ＳＩ１４ Ｏ１９－１４・１５・２４・２５ 正方形 Ｎ４２°Ｗ ３．５×３．４ 西周壁 カマド掘形のみ

ＳＩ１５ Ｏ１８－９７，Ｏ１９－６・７ 正方形 Ｎ２０°Ｅ ２．９×２．７ －

ＳＩ１６ Ｏ１９－１７・１８・２７・２８・３７・３８ 略正方形 Ｎ４４°Ｗ ６．０×５．５ 西周壁

ＳＩ１７ Ｏ１９－２５～２７・３５～３７・４６・４７ 正方形 Ｎ１８°Ｅ ６．０×６．０ 西周壁

ＳＩ１８ Ｏ１８－９６・９７，Ｏ１９－６・７ 長方形 Ｎ３４°Ｅ ３．６×２．９ －

ＳＩ１９ Ｏ１８－４６・４７・５６・５７ 長方形 Ｎ２７°Ｅ ５．７×残２．９ 西周壁

ＳＩ２０ Ｏ１８－７５・７６・８５・８６ 略正方形 Ｎ３５°Ｅ ３．５×３．４ －

ＳＩ２１ Ｏ１８－４４・４５ 方形？ Ｎ２７°Ｅ？ 残１．５×残１．１ －

ＳＩ２２ Ｏ１８－２３・３４ － － 残３．０ － 住居断面のみ確認

ＳＩ２３ Ｏ１８－７２・７３・８２・８３ 長方形 Ｎ１０°Ｗ 残４．８×３．８ －

ＳＩ２４ Ｏ１９－４・５・１４・１５・２４・２５・３４・３５ 長方形 Ｎ２°Ｗ ９．０×６．３ 北周壁 カマド西脇に貯蔵穴

ＳＩ２５ Ｏ１９－４５・４６・５５・５６ 正方形 Ｎ１７°Ｅ ３．８×３．８ 西周壁 住居掘形を確認

ＳＩ２６ Ｏ１８－８６～８８・９７・９８ 略正方形 Ｎ２８°Ｗ ４．８×４．６ 西周壁 部分的に貼床，ピット４基

ＳＩ２７ Ｏ１９－３４・４４・４５・５４・５５ 略正方形 Ｎ３０°Ｅ ５．６×５．３ 西周壁

ＳＩ２８ Ｏ１８－６７・７７ 方形 Ｎ４０°Ｅ 残４．３×４．２ 北周壁 カマド煙道のみ

ＳＩ２９ Ｏ１９－５６・５７・６６ 方形 Ｎ４３°Ｅ ５．５×残３．９ 西周壁

ＳＩ３０ Ｏ１９－６・７・１６・１７・２６・２７ 略正方形 Ｎ１０°Ｅ ６．３×５．６ 北周壁

ＳＩ３１ Ｏ１８－７３・７４・８３・８４ 方形 Ｎ３１°Ｅ ５．０×残３．１ －

ＳＩ３２ Ｏ１９－６・１５～１７・２６・２７ 長方形 Ｎ３４°Ｅ ４．８×４．０ 西周壁

ＳＩ３３ Ｏ１９－３５・４５～４７・５６・５７ 略正方形 Ｎ１４°Ｅ ７．１×６．３ －

ＳＩ３４ Ｏ１８－６７・７６・７７ 方形 Ｎ４０°Ｅ 残３．５×残０．５ －

ＳＩ３５ Ｏ１８－７６・７７・８６・８７ 略正方形 Ｎ２５°Ｅ ３．２×３．０ － 炭化材出土

ＳＩ３６ Ｏ１９－５７・６６・６７ 方形 Ｎ３８°Ｅ ４．１×残１．９ 北周壁

ＳＩ３７ Ｏ１９－２５・２６・３５・４５ 長方形 Ｎ２５°Ｅ 残７．３×６．３ －

ＳＩ３８ Ｏ１８－９５・９６，Ｏ１９－４～６ 方形 Ｎ１５°Ｅ 残４．５×４．２ 北周壁 カマド煙道のみ

ＳＩ３９ Ｏ１９－１５・１６・２５～２７ 方形 Ｎ２６°Ｅ 残７．５×残４．３ －

ＳＩ４０ Ｏ１８－９４，Ｏ１９－３・４ 方形 Ｎ６°Ｅ 残６．０×残２．７ 西周壁 カマド煙道のみ

ＳＩ４１ Ｏ１８－８５・８６・９５・９６ 方形 Ｎ４°Ｅ 残６．２×４．０ －

ＳＩ４２ Ｏ１９－６・１５・１６ 方形 Ｎ４０°Ｅ 残３．２×残１．７ －
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表４ 土師器観察表（１）

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層位 器種

法 量（�）
△推定値〔残存値〕 器 面 調 整 遺

存
値

備 考
口径 器高 底径 外 面 内 面

５図１ ６３ ＳＩ０１ �１ 杯 １５．９ ４．１ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ９０％ 焼成後底部穿孔

５図２ ６３ ＳＩ０１ カマド掘形 小型球胴甕 １３．２ １４．６ ６．９ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形

５図３ ６３ ＳＩ０１ カマド掘形 小型甕 １３．６ 〔９．９〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ９０％

５図４ ６３ ＳＩ０１ �１ 小型甕 － 〔１４．８〕 ６．１ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ８０％ 底部粘土貼付，木葉痕

７図１ ６３ ＳＩ０２ 床面 小型杯 ９．６ ３．０ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ８０％

７図２ ＳＩ０２ 掘形埋土 杯 △１３．０ ４．６ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ナデ゛ ２０％ 非内面黒色処理

７図３ ６３ ＳＩ０２ 床面 杯 １２．９ ３．５ ７．２ ヨコナデ ヨコナデ 完形 底部ケズリ，非内面黒色処理

７図４ ６３ ＳＩ０２ 床面 杯 １０．０ ３．９ ５．３ ヨコナデ ナデ゛ 完形 底部静止糸切り、非内黒

７図５ ６３ ＳＩ０２ 床面 大型杯 １８．２ ８．９ 丸 底 ヨコナデ・ヘラナデ・ハケメ・ケズリ ミガキ・黒色処理 完形

７図６ ６３ ＳＩ０２ 床面 甑 △１６．４ ２４．３ △８．６ ヨコナデ・ハケメ・ナデ・ケズリ ナデ゛・ミガキ ６５％ 無底式

１２図１ ＳＩ０３ 堆積土 杯 △１２．３ 〔５．１〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３０％

１２図２ ６４ ＳＩ０３ 堆積土 杯 △１３．４ ５．３ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３０％

１２図３ ＳＩ０３ �１ 杯 △１６．５ 〔４．６〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１２図４ ６４ ＳＩ０３ 堆積土�１ 杯 １６．５ ４．４ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ８５％

１２図５ ＳＩ０３ 堆積土�４ 杯 △１７．０ ４．９ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２５％

１２図６ ＳＩ０３ 床面直上 杯 △１７．４ ４．９ 丸 底 ヨコナデ・ヘラナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４０％

１２図７ ６４ ＳＩ０３ �１ 杯 △１７．５ 〔４．４〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３０％

１２図８ ６４ ＳＩ０３ 堆積土 杯 １６．８ ５．８ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ５０％

１２図９ ＳＩ０３ �１ 杯 △１４．４ 〔３．７〕 － ミガキ・ケズリ ミガキ １０％ 非内面黒色処理

１２図１０ ＳＩ０３ 堆積土 杯 △１４．０ 〔２．２〕 － ミガキ・ケズリ ミガキ ５％ 非内面黒色処理

１２図１１ ６４ ＳＩ０３ 堆積土 高杯 １７．４ ９．３ １２．２ ヨコナデ・ケズリ・ナデ ミガキ・黒色処理・ヘラナデ・ハケメ ７０％

１２図１２ ＳＩ０３ 床面直上 高杯 － 〔５．１〕 △９．３ ケズリ・ハケメ・ヨコナデ ケズリ・ヨコナデ １５％

１２図１４ ＳＩ０３ �４Ｐ２ 甑 － 〔６．７〕 ３．０ ナデ・ケズリ ヨコナデ゛・ミガキ ２５％ 単孔式

１２図１５ ６４ ＳＩ０３ 床面直上 小型球胴甕 △１２．２ １３．９ ６．０ ヨコナデ・ケズリ・ハケメ ナデ ９０％

１２図１６ ＳＩ０３ �４ 小型甕 △１７．２ 〔１０．７〕 － ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ヨコナデ ２５％

１３図１ ＳＩ０３ 堆積土�１ 小型甕 △２０．８ 〔１３．４〕 － ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ ３５％

１３図２ ６４ ＳＩ０３ カマド 甕 ２０．９ ２４．０ ６．６ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ ９０％

１３図３ ６４ ＳＩ０３ カマド左袖脇 甕 ２０．６ ２２．２ ７．０ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形 体部穿孔，底部粘土貼付

１３図４ ＳＩ０３ カマド左袖脇 甕 － 〔５．７〕 ６．９ ハケメ ナデ・ケズリ ３０％ 底部粘土貼付

１３図５ ６４ ＳＩ０３ 床面直上 球胴甕 １２．９ ２０．３ ６．８ ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ヨコナデ・ナデ 完形 焼成後，肩部穿孔２つ

１４図１ ＳＩ０３ �１�４ 大型球胴甕 － 〔１９．０〕 － ハケメ ナデ゛ ４０％

１４図２ ６４ ＳＩ０３ 堆積土�４ 大型球胴甕 １６．４ 〔１９．０〕 ８．０ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ３０％ 底部ケズリ

１５図２ ８３ ＳＩ０３ 床面直上 ミニチュア △３．９ ４．３ ３．８ 指ナデ・指オサエ 指ナデ・指オサエ ９０％ 口縁部穿孔２つ

１５図３ ８３ ＳＩ０３ �１ 手捏ね ４．８ ２．８ ３．３ 指ナデ 指ナデ ９０％

１５図４ ８３ ＳＩ０３ �１ 手捏ね △６．９ ３．３ ４．７ 指ナデ 指ナデ ６０％

１７図１ ＳＩ０４ 堆積土 小型杯 － 〔２．２〕 丸 底 ケズリ ミガキ・黒色処理 完形

１７図２ ＳＩ０４ 堆積土 杯 － 〔３．８〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４０％

１７図３ ６５ ＳＩ０４ 床面直上 大型杯 １５．６ ７．０ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 完形

１７図４ ６５ ＳＩ０４ 床面 高杯 １５．４ １１．８ １０．５ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ・ミガキ ミガキ・黒色処理・ヨコナデ ８０％

１８図１ ＳＩ０５ �１ 高杯 － 〔６．０〕 △９．４ ケズリ・ヨコナデ ミガキ・黒色処理・ケズリ ２５％

２０図１ ６５ ＳＩ０６ 堆積土 杯 △１４．７ ４．８ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４０％

２０図２ ６５ ＳＩ０６ 堆積土 杯 △１６．０ 〔６．５〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３０％

２０図３ ６５ ＳＩ０６ 堆積土 杯 １３．４ ６．７ ５．９ ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ ７５％ 柱状高台，非内面黒色処理

２０図４ ６５ ＳＩ０６ 床面 大型杯 ２２．７ ９．５ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ９０％

２０図５ ６５ ＳＩ０６ 堆積土 高杯 △１３．１ １０．０ ８．９ ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理・指オサエ・ケズリ ７０％

２０図６ ６５ ＳＩ０６ 床面 小型甕 △１５．０ １４．０ ６．４ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ６０％ 底部木葉痕，ケズリ

２０図７ ＳＩ０６ 床面直上 小型甕 － 〔１０．９〕 ６．２ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ナデ゛・ミガキ ４０％ 底部ケズリ

２０図８ ６６ ＳＩ０６ 床面直上 甕 １８．４ 〔１５．６〕 － ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ナデ ６０％

２１図１ ６６ ＳＩ０６ カマド床面 甕 １８．０ ２０．７ ７．５ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ８０％ 底部木葉痕，粘土貼付

２１図２ ６５ ＳＩ０６ カマド�１ 甕 △１６．４ ２６．８ ８．３ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ８０％ 底部木葉痕

２３図１ ６６ ＳＩ０７ カマド床直 杯 １１．３ ４．２ ７．３ ロクロナデ・手持ヘラケズリ ミガキ・黒色処理 完形 底部回転糸切り

２３図２ ＳＩ０７ カマド床直 甕 － △１０．１ ８．２ ケズリ ナデ゛ ３５％ 底部ケズリ

２４図１ ＳＩ０８ 床面直上 高杯 － 〔７．６〕 １１．４ ケズリ・ヨコナデ ミガキ・黒色処理・ケズリ・ナデ ３０％

２４図２ ＳＩ０８ 堆積土 甕 △１８．５ 〔９．８〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ・ハケメ １０％

２６図１ ＳＩ０９ 堆積土 杯 △１８．６ 〔４．３〕 平底化 ヨコナデ・ナデ ミガキ・黒色処理 １０％

２６図２ ＳＩ０９ 床面 椀 △１６．７ 〔１０．９〕 － ヨコナデ・ナデ ミガキ・黒色処理 ３０％

２６図３ ６６ ＳＩ０９ 床面直上 椀 １８．７ １４．２ ８．８ ヨコナデ・ヘラナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ９０％ 底部木葉痕，粘土貼付

２６図４ ＳＩ０９ 床面 甕 △２４．４ 〔１８．９〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ２５％

２９図１ ６６ ＳＩ１０ 掘形埋土 小型杯 １１．２ ３．０ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ６０％

２９図２ ＳＩ１０ 掘形埋土 杯 １２．６ ４．２ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３０％
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表５ 土師器観察表（２）

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層位 器種

法 量（�）
△推定値〔残存値〕 器 面 調 整 遺

存
値

備 考
口径 器高 底径 外 面 内 面

２９図３ ６６ ＳＩ１０ 堆積土 杯 △１１．８ ４．７ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ・黒色処理 ５０％

２９図４ ６６ ＳＩ１０ 掘形埋土 杯 １４．８ ４．０ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４８％

２９図５ ６６ ＳＩ１０ 堆積土 杯 △１５．２ 〔４．２〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

２９図６ ＳＩ１０ 堆積土 杯 △１５．５ 〔３．６〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ・ミガキ・黒色処理 ２５％

２９図７ ＳＩ１０ 堆積土 杯 △１５．２ 〔３．６〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 １０％

２９図８ ＳＩ１０ 堆積土 杯 △１５．０ 〔４．５〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３３％

２９図９ ６６ ＳＩ１０ 掘形埋土 杯 １５．２ 〔４．３〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ５０％

２９図１０ ＳＩ１０ 掘形埋土 杯 △１８．０ ４．６ ８．０ ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４０％

２９図１１ ＳＩ１０ 掘形埋土 杯 － 〔４．１〕 ６．０ ヨコナデ ミガキ・黒色処理 ２０％ 底部ハケメ

２９図１２ ６６ ＳＩ１０ 掘形埋土 椀 １０．８ １２．５ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ・ミガキ・黒色処理 ６０％

２９図１３ ＳＩ１０ 掘形埋土 大型杯 ２５．０ 〔９．５〕 － ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

２９図１４ ＳＩ１０ 床面 甕 ３７．６ 〔１９．２〕△１６．９ ロクロナデ・平行タタキ ロクロナデ・ヘラナデ ２５％

２９図１５ ８３ ＳＩ１０ 堆積土 手捏ね ５．２ ３．６ 丸 底 ヨコナデ・指ナデ・指オサエ ヨコナデ・指オサエ ６０％

３２図１ ＳＩ１１ 堆積土 甕 － 〔３．２〕△１１．１ ナデ ナデ゛ ５％

３３図１ ６７ ＳＩ１２ 床面直上 杯 １６．５ ４．２ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 完形

３３図２ ６７ ＳＩ１２ �１ 小型球胴甕 △１３．５ １５．９ ７．４ ヨコナデ・ハケメ・ナデ・ミガキ・ケズリ ヨコナデ・ナデ ７０％ 底部ケズリ

３４図１ ＳＩ１３ 堆積土 甕 － 〔２．９〕 △８．３ ナデ ナデ ５％ 底部木葉痕

３５図１ ＳＩ１４ 堆積土 杯 △１１．１ 〔３．９〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

３８図１ ＳＩ１５ 床面直上 杯 △１４．１ 〔４．１〕 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２５％

３８図２ ６７ ＳＩ１５ 床面直上 大型杯 △１９．６ ５．９ 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ７０％

３８図３ ６７ ＳＩ１５ 堆積土 大型杯 △１６．６ ８．３ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ７０％

３８図４ ６７ ＳＩ１５ 床面 小型甑 １８．０ １０．７ △６．９ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ・ミガキ ８５％ 無底式

３８図５ ６７ ＳＩ１５ 床面直上 小型甕 １５．６ ９．６ ６．８ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ９０％ 煤付着

３８図６ ＳＩ１５ 床面直上 小型甕 － 〔１１．３〕 ６．８ ヨコナデ・ハケメ ナデ゛ ５０％ 底部ケズリ

３８図７ ６８ ＳＩ１５ 検出面 甕 △２０．１ ２０．４ ５．７ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ハケメ ５５％

３８図８ ＳＩ１５ 床面 甕 － △１５．４ ６．８ ナデ・ケズリ ナデ゛ ４０％ 底部ケズリ

３８図９ ６８ ＳＩ１５ 床面直上 球胴甕 △２０．３ 〔１５．０〕 － ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ケズリ・ナデ ２５％

３９図１ ６７ ＳＩ１５ 床面直上 甑 １９．１ ２４．１ ８．２ ヨコナデ・ケズリ・ミガキ ヨコナデ・ミガキ・ナデ ８０％ 無底式

３９図２ ６８ ＳＩ１５ 床面直上 甕 １６．８ ２４．６ － ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ヨコナデ・ハケメ ７０％ 胴部割り揃え

３９図３ ＳＩ１５ 床面直上 大型球胴甕 ２１．６ 〔２８．０〕 － ヨコナデ・ナデ・ミガキ ミガキ・ナデ ５０％

４０図１ ６８ ＳＩ１５ 床面直上 甑 △２２．２ 〔２８．６〕 － ヨコナデ・ナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ・ケズリ・ミガキ ８０％

４３図１ ＳＩ１６ 床面直上 杯 １１．０ 〔３．９〕 丸 底 ミガキ・黒色処理 ミガキ・黒色処理 １０％

４３図２ ６８ ＳＩ１６ カマド内 杯 １５．７ ３．２ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 完形

４３図３ ６８ ＳＩ１６ 床面直上 杯 １４．８ ５．２ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ・ヘラナデ・黒色処理 完形

４３図４ ６９ ＳＩ１６ 床面直上 杯 １４．４ ６．０ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ６０％

４３図５ ６９ ＳＩ１６ 床面直上 小型甕 １３．０ ８．１ ７．９ ヨコナデ ８０％ 底部木葉痕

４３図６ ＳＩ１６ 床面直上 小型甕 １２．３ ７．４ ７．８ ヨコナデ 完形 底部木葉痕

４３図７ ６９ ＳＩ１６ 堆積土 小型甕 １３．６ ９．５ ７．９ ヨコナデ・ナデ ナデ ４０％

４３図８ ＳＩ１６ 床面直上 球胴甕 △１９．８ 〔１８．５〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ２０％

４７図１ ６９ ＳＩ１７ カマド内 杯 １３．９ ３．４ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ８０％

４７図２ ＳＩ１７ 堆積土 大型杯 △１７．８ 〔７．７〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ・黒色処理 ３０％

４７図３ ６９ ＳＩ１７ 堆積土 杯 １４．２ ５．６ ５．６ ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ７５％ 内面漆付着

４７図４ ＳＩ１７ �１ 杯 １４．６ 〔４．８〕 － ロクロナデ・手持ヘラケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

４７図５ ＳＩ１７ �１ 杯 △１５．３ ４．０ △８．５ ロクロナデ ミガキ・黒色処理 ４０％ 底部回転糸切り

４８図１ ６９ ＳＩ１８ 堆積土 椀 ６．５ ６．５ ５．７ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ 完形 口縁付近穿孔２，底部ハケメ

４８図２ ７０ ＳＩ１８ 床面 小型球胴甕 － 〔１４．０〕 ５．７ ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ ８０％

４８図３ ＳＩ１８ 床面 球胴甕 △１５．８ 〔９．２〕 － ヨコナデ・ハケメ・ナデ・ミガキ ナデ １０％

５０図１ ７０ ＳＩ１９ �１ 杯 △１７．０ 〔４．９〕 丸 底 ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３０％

５０図４ ＳＩ１９ 堆積土 甑 － 〔１５．７〕 ９．１ ハケメ ナデ ５０％ 無底式

５０図５ ８３ ＳＩ１９ �２ 手捏ね △５．２ ２．３ △４．２ 指ナデ・指オサエ 指ナデ ７５％

５２図１ ７０ ＳＩ２１ �１ 甕 △２７．１ ３１．８ ７．５ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ハケメ・ヘラナデ ４０％ 底部粘土貼付

５３図１ ７０ ＳＩ２２ �１ 高杯 １３．７ ６．６ ９．６ ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理・ナデ ７５％

５３図２ ７０ ＳＩ２２ �１ 甕 １８．７ ２７．８ 丸 底 ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ハケメ・ナデ 完形

５３図３ ７０ ＳＩ２２ �１ 甕 △１９．０ ２４．５ ９．０ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ７０％ 底部木葉痕，粘土貼付

５５図１ ＳＩ２３ 堆積土 杯 △７．１ 〔３．９〕 平底化 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 １５％

５５図２ ＳＩ２３ 堆積土 杯 － 〔３．５〕 ５．８ ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

５５図３ ７０ ＳＩ２３ 床面直上 甕 △１６．２ ２５．３ ８．６ ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ ６０％ 底部木葉痕

５８図１ ＳＩ２４ 掘形埋土 杯 １２．１ ３．６ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２５％

５８図２ ＳＩ２４ 貯蔵穴 杯 △１４．４ 〔１３．７〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

５８図３ ７１ ＳＩ２４ カマド内 杯 １６．６ ５．５ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ８５％
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表６ 土師器観察表（３）

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層位 器種

法 量（�）
△推定値〔残存値〕 器 面 調 整 遺

存
値

備 考
口径 器高 底径 外 面 内 面

５８図４ ７１ ＳＩ２４ 掘形埋土 大型杯 １７．４ 〔９．０〕 丸 底 ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ヨコナデ・ミガキ ５０％ 非内面黒色処理

５８図５ ＳＩ２４ 堆積土 杯 △１１．２ 〔６．６〕 － ヨコナデ・ケズリ・ミガキ ヨコナデ・ミガキ・黒色処理 １５％

５８図７ ７１ ＳＩ２４ カマド内 高杯 ２０．０ １４．０ １０．２ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ミガキ・黒色処理・ナデ ８０％ ４方透かし

５８図８ ７１ ＳＩ２４ 堆積土 甕 １６．１ ２１．７ ８．６ ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ナデ ８５％ 底部木葉痕

５８図９ ７１ ＳＩ２４ カマド内 甕 １９．４ ２７．４ ７．０ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形

５８図１０ ＳＩ２４ カマド内 球胴甕 △１６．２ 〔７．６〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ １０％

５９図１ ７１ ＳＩ２４ 貯蔵穴 大型球胴甕 △２１．３ ２９．３ ８．４ ハケメ ６０％ 底部粘土貼付

５９図２ ８３ ＳＩ２４ 掘形埋土 手捏ね △５．４ ２．６ ３．２ 指ナデ・指オサエ 指オサエ・ミガキ・黒色処理 ６０％

６１図１ ７２ ＳＩ２５ 床面 杯 ９．２ ３．６ ５．３ ミガキ・黒色処理 ミガキ・黒色処理 完形

６１図２ ７１ ＳＩ２５ �１ 大型杯 △１９．６ 〔５．５〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４０％

６１図３ ７１ ＳＩ２５ 床面 杯 １５．２ ４．１ ８．８ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ミガキ・黒色処理 ９０％ 底部回転ヘラケズリ

６１図４ ＳＩ２５ �１ 高杯 １５．２ 〔６．０〕 － ヨコナデ・ハケメ・ナデ ミガキ・黒色処理 ４０％

６１図５ ７２ ＳＩ２５ 床面 椀 １１．３ ７．８ ８．８ ヨコナデ・ケズリ ナデ ８５％ 底部ケズリ

６１図６ ７２ ＳＩ２５ カマド�２ 甑 １９．３ １８．４ ７．２ ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ミガキ・ナデ・ケズリ 完形 無底式

６４図１ ７２ ＳＩ２６ 床面直上 杯 １８．０ ４．５ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ，黒色処理 ７０％

６４図２ ７２ ＳＩ２６ 東壁際 杯 １６．２ ５．５ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ ８５％

６４図３ ＳＩ２６ 東壁際 杯 △１７．８ 〔４．８〕 丸 底 ヨコナデ・ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ ３５％ 非内面黒色処理

６４図４ ７２ ＳＩ２６ 北壁際 小型甕 △１４．３ １７．８ ７．１ ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ ８５％ 内面煤付着

６４図５ ７３ ＳＩ２６ 東壁際 甕 １７．４ ２５．４ ６．８ ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ナデ・ケズリ 完形 内面煤付着，底部木葉痕

６４図６ ７２ ＳＩ２６ Ｐ１ 甕 △１６．６ ２７．６ ７．３ ヨコナデ・ナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ ６０％

６４図７ ＳＩ２６ 床面直上 甕 － 〔７．７〕 ７．３ ハケメ・ナデ ナデ ２０％ 底部粘土貼付

６５図１ ７２ ＳＩ２６ 床面直上 甕 － 〔２４．７〕 ７．８ ヨコナデ・ハケメ ナデ ６０％ 底部粘土貼付

６８図１ ７３ ＳＩ２７ 堆積土 杯 △１４．０ 〔３．４〕 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３５％

６８図２ ＳＩ２７ �１ 杯 △１３．２ 〔４．８〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 １５％

６８図３ ７３ ＳＩ２７ 床面直上 杯 １４．８ ５．３ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ５５％

６８図４ ７３ ＳＩ２７ 床面直上 杯 １５．０ ５．５ 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 完形

６８図５ ７３ ＳＩ２７ 掘形埋土 杯 １４．０ ５．４ 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ ７５％

６８図６ ＳＩ２７ 堆積土 杯 △１７．５ 〔４．３〕 － ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

６８図７ ７３ ＳＩ２７ 床面 小型杯 ８．９ ３．３ ５．４ ヨコナデ・ナデ・ケズリ ナデ 完形

６８図８ ７３ ＳＩ２７ 掘形埋土 小型杯 △１０．８ ４．０ ６．０ ヨコナデ・ナデ ナデ ４５％ 底部静止糸切り

６８図１２ ７３ ＳＩ２７ 堆積土 小型甕 △１８．９ １０．６ ８．５ ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ ６０％ 内面煤付着，底部木葉痕

６８図１３ ７３ ＳＩ２７ 床面直上 小型球胴甕 １５．８ １６．７ ９．０ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形

６８図１４ ７４ ＳＩ２７ 床面直上 小型甕 １８．３ １９．６ ８．４ ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ナデ 完形 体部中央穿孔，底部木葉痕

６９図１ ７３ ＳＩ２７ 堆積土 小型甕 △１９．７ １３．８ ８．２ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ４０％ 底部木葉痕

６９図２ ７４ ＳＩ２７ 床面直上 甕 １６．９ ２２．１ ６．６ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形 底部木葉痕

６９図３ ７４ ＳＩ２７ 床面直上 甕 ２３．０ １７．９ ７．０ ヨコナデ・ナデ ヨコナデ ７５％ 底部木葉痕

７０図１ ＳＩ２８ 堆積土 甕 △２０．１ 〔１２．２〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ５％

７２図１ ＳＩ２９ 掘形埋土 杯 △１５．３ ４．４ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４０％

７２図２ ７４ ＳＩ２９ 堆積土 杯 △１５．７ ４．４ 丸 底 ヨコナデ・ナデ ミガキ・黒色処理 ４０％

７２図３ ７４ ＳＩ２９ 堆積土 杯 △１４．６ ５．１ 丸 底 ミガキ・黒色処理 ミガキ・黒色処理 ４５％

７２図４ ＳＩ２９ 床面直上 小型甕 △１３．９ 〔７．４〕 － ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ ４０％

７２図５ ＳＩ２９ 堆積土 甕 － 〔１０．９〕 ６．６ ナデ ナデ ２０％ 底部粘土貼付

７４図１ ＳＩ３０ カマド左袖 甕 △２０．４ 〔１４．３〕 － ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ナデ ３０％

７４図２ ＳＩ３０ カマド右袖 甕 △１７．８ 〔１３．２〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ５０％

７４図３ ＳＩ３０ 堆積土 甕 △１８．４ 〔１５．２〕 － ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ナデ ３５％

７５図１ ７４ ＳＩ３１ 床面直上 杯 １６．５ ８．０ ５．７ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形

７５図２ ７４ ＳＩ３１ 床面直上 甑 ２１．４ ２３．８ ９．３ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ハケメ・ナデ・ケズリ ９０％ 無底式

７６図１ ７５ ＳＩ３２ 床面 杯 １６．７ ４．５ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 完形

７６図２ ７５ ＳＩ３２ 床面 杯 △１７．４ ５．１ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ ６０％ 非内面黒色処理

７６図３ ７５ ＳＩ３２ 床面 小型甕 １２．４ ９．８ ８．６ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形 煤付着，底部木葉痕

７９図１ ＳＩ３３ 堆積土 杯 △１３．７ 〔４．６〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 １５％

７９図２ ７５ ＳＩ３３ 床面 杯 △１６．６ ４．６ ８．８ ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ６０％

７９図３ ７５ ＳＩ３３ 床面 杯 １９．１ ５．７ 丸 底 ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ９０％

７９図４ ＳＩ３３ 床面 杯 △１６．９ 〔６．６〕 丸 底 ヨコナデ・ミガキ・ナデ・ハケメ・ケズリ ミガキ・黒色処理 １０％

７９図５ ７５ ＳＩ３３ 床面直上 小型甕 △１２．９ １１．５ ８．５ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ６５％ 底部木葉痕

７９図６ ８３ ＳＩ３３ 床面 手捏ね △７．２ ３．６ 丸 底 指ナデ 指ナデ ４０％

８０図１ ７５ ＳＩ３４ 堆積土 小型甕 △１８．３ １０．８ △８．２ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ ４５％ 煤付着

８０図２ ＳＩ３４ 堆積土 小型甕 － 〔９．５〕 ８．６ ハケメ ナデ ２５％ 煤付着，底部木葉痕

８１図１ ７５ ＳＩ３５ 堆積土 小型甕 １１．６ ６．４ ６．１ ヨコナデ・ヘラナデ・ケズリ ナデ ７０％

８２図１ ＳＩ３６ 堆積土 甕 － 〔６．８〕 － ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ナデ ５％
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表７ 土師器観察表（４）

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層位 器種

法 量（�）
△推定値〔残存値〕 器 面 調 整 遺

存
値

備 考
口径 器高 底径 外 面 内 面

８４図１ ７５ ＳＩ３７ 床面 甕 △１９．８ ２４．９ ６．９ ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ヘラナデ ６５％ 底部粘土貼付

８４図２ ７５ ＳＩ３７ 床面 甑 △２２．８ ２４．８ ９．５ ヨコナデ・ハケメ ハケメ・ナデ ８０％ 無底式

８６図１ ７５ ＳＩ３８ 堆積土 杯 △１８．８ ５．８ 丸 底 ヨコナデ・ミガキ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ７０％

８６図２ ＳＩ３８ 掘形埋土 大型杯 △２１．３ 〔５．５〕 丸 底 ミガキ・黒色処理・ヘラナデ ミガキ・黒色処理 １５％

８６図３ ＳＩ３８ 掘形埋土 杯 △１４．４ 〔５．３〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２５％

８８図１ ＳＩ３９ 床面 大型杯 △１８．８ 〔４．８〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％ 線刻

８８図２ ８３ ＳＩ３９ 床面 ミニチュア － 〔４．５〕 丸 底 指ナデ・指オサエ 指ナデ・指オサエ ９０％

９１図１ ７６ ＳＩ４１ 堆積土 杯 １５．８ ３．２ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ８５％

９１図２ ７６ ＳＩ４１ 床面 杯 １６．０ ４．３ 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ９０％

９１図３ ７６ ＳＩ４１ 堆積土 杯 １５．６ ５．１ 平底化 ヨコナデ 完形

９１図４ ７６ ＳＩ４１ 堆積土 杯 １９．２ ６．４ 丸 底 ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ミガキ・黒色処理 完形

９１図６ ７６ ＳＩ４１ 床面 高杯 １５．８ 〔８．６〕 － ヨコナデ・ナデ・ハケメ ミガキ・黒色・ナデ・ヨコナデ 完形

９１図７ ７６ ＳＩ４１ 床面 小型甑 １７．６ １０．２ ６．８ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形 単孔式，底部木葉痕

９１図８ ７６ ＳＩ４１ 堆積土 小型甕 △１０．９ １５．７ ７．４ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ５５％ 底部粘土貼付

９１図９ ７６ ＳＩ４１ 床面 小型甕 １４．８ １３．０ ５．６ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ８０％ 底部粘土貼付，内面煤付着

９１図１０ ＳＩ４１ 堆積土 甕 ２１．６ 〔２０．３〕 － ヨコナデ・ナデ・ハケメ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ３０％

９２図１ ＳＩ４１ 堆積土 甕 １９．２ 〔１４．３〕 － ヨコナデ・ナデ・ハケメ ハケメ・ナデ １５％

９２図２ ＳＩ４１ 堆積土 球胴甕 － 〔１０．８〕 ８．３ ハケメ ナデ １５％

９２図３ ＳＩ４１ 堆積土 球胴甕 － 〔１３．０〕 △８．０ ハケメ ナデ ２０％

９２図４ ８３ ＳＩ４１ 堆積土 手捏ね ５．４ ３．６ ３．４ 指ナデ゛・指オサエ 指ナデ ９０％

９２図５ ８３ ＳＩ４１ 床面 手捏ね ７．２ ３．６ ５．６ 指ナデ゛・指オサエ 指オサエ 完形

９２図６ ８３ ＳＩ４１ 堆積土 手捏ね １０．１ ５．５ ４．４ ヨコナデ・ナデ・ハケメ ナデ・黒色処理 完形

９４図１ ＳＩ４２ 堆積土 杯 △１５．５ ４．１ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

９４図２ ＳＩ４２ 堆積土 球胴甕 － 〔７．４〕 △８．５ ハケメ・ケズリ ケズリ・ナデ １０％

９５図１ ７７ ＳＫ０１ 堆積土 小型甕 － 〔１４．１〕 ５．８ ヨコナデ・ナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ ７５％ 内面煤付着

９５図２ ７６ ＳＫ０１ �３ 甑 １１．５ ２２．３ △７．７ ヨコナデ・ケズリ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ５０％ 無底式

９７図１ ７７ Ｏ１９－７Ｐ２ 堆積土 大型杯 △１９．９ １０．１ ８．０ ケズリ ミガキ・黒色処理 ５０％

１０２図１ Ｏ１９－５４ Ｌ� 杯 １６．０ ５．１ 丸 底 ヨコナデ・ヘラナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ５０％

１０２図２ Ｏ１９－４６ Ｌ� 杯 △１５．０ 〔４．８〕 丸 底 ヨコナデ・ヘラナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ５０％

１０２図３ Ｏ１９ Ｌ� 杯 △１６．６ ５．４ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３５％

１０２図４ Ｏ１８－８４ Ｌ� 杯 △１５．６ ５．３ 丸 底 ヨコナデ・ナデ ミガキ ２５％ 非内面黒色処理

１０２図５ ７７ Ｏ１８－５５ Ｌ� 杯 １７．５ ５．４ 丸 底 ヨコナデ・ヘラナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ８５％ 底部中央穿孔，内面漆付着

１０２図６ Ｏ１８－５７ Ｌ� 杯 △１５．８ 〔４．４〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３０％

１０２図７ Ｏ１９ Ｌ� 杯 △１４．８ 〔４．２〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２５％

１０２図８ ７７ Ｏ１９－５６ Ｌ� 杯 △１３．１ ４．３ 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ５５％

１０２図９ Ｏ１８－５７ Ｌ� 杯 △１７．０ 〔４．７〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２５％

１０２図１０ Ｏ１８－８４ Ｌ� 杯 △１５．９ 〔４．０〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０２図１１ Ｏ１８－９５ Ｌ� 杯 △１７．６ 〔３．９〕 丸 底 ヨコナデ・ミガキ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３５％

１０２図１２ ７７ Ｏ１８ Ｌ� 大型杯 △２４．４ ７．１ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４５％

１０３図１ Ｏ１８－６７ Ｌ� 杯 △１５．８ 〔４．４〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 １５％

１０３図２ ７７ Ｏ１９－２４ Ｌ� 杯 △１５．４ 〔４．１〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３５％

１０３図３ Ｏ１９ Ｌ� 杯 １５．８ 〔４．０〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ７０％

１０３図４ Ｏ１８ Ｌ� 杯 △１７．７ 〔４．５〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２５％

１０３図５ Ｏ１９－４６ Ｌ� 杯 △１７．４ 〔４．４〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０３図６ Ｏ１８ Ｌ� 杯 △１６．９ ５．５ 丸 底 ヨコナデ・ミガキ・ナデ ミガキ・黒色処理 ５０％

１０３図７ Ｏ１８ Ｌ� 杯 △１５．４ 〔５．１〕 丸 底 ヨコナデ・ミガキ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０３図８ Ｏ１８－５６ Ｌ� 杯 △１７．３ ５．２ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４０％

１０３図９ Ｏ１８ Ｌ� 杯 △１２．８ 〔３．６〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 １５％

１０３図１０ Ｏ１８ Ｌ� 杯 △１２．３ 〔３．７〕 平底化 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０３図１１ 東側 Ｌ� 杯 △１６．４ ７．０ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３５％

１０３図１２ Ｏ１９－１７ Ｌ� 杯 △１６．０ 〔７．０〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０３図１３ Ｏ１８ Ｌ� 杯 △１６．５ 〔５．７〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０３図１４ ７７ Ｏ１８－６３ Ｌ� 杯 △１２．９ ５．１ 丸 底 ヨコナデ・ナデ ミガキ・黒色処理 ６０％

１０３図１５ Ｏ１９－１４ Ｌ� 大型杯 △２０．０ 〔６．７〕 － ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０４図１ 東側南半 杯 △１５．５ 〔４．６〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４５％

１０４図２ ７７ Ｏ１８－８３ Ｌ� 杯 １６．０ ５．９ 丸 底 ヨコナデ・ハケメ ミガキ・黒色処理 完形

１０４図３ ７７ Ｏ１８－４５ Ｌ� 杯 １６．８ ４．１ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０４図４ Ｏ１９－１５ Ｌ� 杯 △１６．１ 〔３．６〕 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０４図５ Ｏ１９－２４ Ｌ� 杯 △１６．２ ５．０ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ １５％ 非内面黒色処理

１０４図６ Ｏ１８－６５ Ｌ� 杯 △１５．２ 〔３．７〕 丸 底 ヨコナデ・ハケメ ミガキ・黒色処理 ２０％
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表８ 土師器観察表（５）

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層位 器種

法 量（�）
△推定値〔残存値〕 器 面 調 整 遺

存
値

備 考
口径 器高 底径 外 面 内 面

１０４図７ Ｏ１９－５ Ｌ� 小型杯 １１．４ 〔３．６〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０４図８ ７７ Ｏ１８ Ｌ� 小型杯 １０．９ ３．２ 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ８０％

１０４図９ Ｏ１９－５ Ｌ� 杯 △１２．７ 〔３．６〕 平底化 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３０％

１０４図１０ Ｏ１９ Ｌ� 杯 △１４．８ 〔４．６〕 丸 底 ヨコナデ・ナデ ミガキ・黒色処理 ３０％

１０４図１１ Ｏ１９－１８ Ｌ� 杯 △１７．０ ６．２ 丸 底 ヨコナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ６０％

１０４図１２ Ｏ１９－１７ Ｌ� 杯 △１５．２ ４．１ 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ３５％

１０４図１３ Ｏ１８－９５・９６ Ｌ� 杯 △１６．０ 〔４．４〕 丸 底 ケズリ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０４図１４ ７８ Ｏ１９ Ｌ� 杯 １４．８ ５．３ 丸 底 ミガキ ミガキ・黒色処理 ８５％

１０４図１５ Ｏ１８－６９ Ｌ� 杯 △１４．２ 〔４．１〕 丸 底 ミガキ・ナデ ミガキ・黒色処理 ２０％

１０５図１ Ｏ１９－４５ Ｌ� 杯 △１４．９ ４．５ 平底化 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ・ミガキ・黒色処理 ４０％

１０５図２ 東側南半 Ｌ� 杯 △１３．９ ４．３ 平底化 ヨコナデ・ナデ ナデ ２５％

１０５図３ Ｏ１８－７４ Ｌ� 杯 － 〔３．７〕 ５．１ ヨコナデ・ナデ ナデ ４０％

１０５図４ ７８ 東側 Ｌ� 杯 △１４．２ 〔３．７〕 丸 底 ヨコナデ ヨコナデ １５％ 内外面黒漆

１０５図５ Ｏ１９－６ Ｌ� 杯 △１４．０ ２．７ 丸 底 ナデ・ケズリ ミガキ・黒色処理 ４５％ 故意に口縁部分欠く

１０５図６ Ｏ１８－７９ Ｌ� 蓋のつまみ － 〔２．３〕 － ミガキ・黒色処理 ミガキ・黒色処理 １０％

１０５図７ ７８ Ｏ１８ Ｌ� 把手付椀 ８．１ ９．５ 丸 底 ヨコナデ・ナデ・ケズリ ナデ ８０％

１０５図８ Ｏ１９ Ｌ� 高杯 － 〔１０．４〕△１１．１ ヨコナデ・ミガキ・ケズリ・ハケメ ミガキ・黒色・ナデ・ケズリ・ヨコナデ ５０％ ４方透かし

１０５図９ ７８ Ｏ１９－３８ Ｌ� 高杯 １１．５ ６．１ ７．６ ヨコナデ・ハケメ ミガキ・黒色・ヨコナデ・ハケメ・ナデ ８５％

１０５図１０ ７８ Ｏ１８ Ｌ� 高杯 １６．１ ７．５ ９．８ ヨコナデ・ミガキ・ケズリ ミガキ・黒色処理・ヨコナデ・ナデ ６０％

１０５図１１ Ｏ１８－９６ Ｌ� 高杯 △１４．６ ９．２ ９．４ ヨコナデ・ナデ・ハケメ ミガキ・黒色処理 ４０％

１０５図１２ Ｏ１８－７３ Ｌ� 高杯 － 〔４．７〕 － ヨコナデ・ケズリ・ハケメ ミガキ・黒色処理・ヘラナデ ２０％

１０５図１３ Ｏ１８－５７ Ｌ� 高杯 － 〔４．５〕 ９．４ ヨコナデ・ハケメ ミガキ・黒色処理・ヨコナデ・ナデ ３０％

１０６図１ ７８ Ｏ１８ Ｌ� 小型球胴甕 △１３．１ 〔１３．６〕 － ヨコナデ・ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ・ミガキ ３５％

１０６図２ ７８ Ｏ１８ Ｌ� 小型球胴甕 １２．３ １５．１ ８．７ ヨコナデ・指ナデ ヨコナデ・ナデ 完形 底部木葉痕，籾痕

１０６図３ ７８ Ｏ１８－５５ Ｌ� 小型甕 △１１．８ １１．４ ５．０ ヨコナデ・ナデ・ハケメ ナデ ９０％

１０６図４ Ｏ１８－５４ Ｌ� 小型甕 △１０．３ ４．７ △６．５ ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ ４０％ 底部木葉痕

１０６図５ Ｏ１８ Ｌ� 小型甕 △１２．０ ６．７ △６．２ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ ３５％ 底部粘土貼付

１０６図６ Ｏ１９－２４ Ｌ� 小型甕 △１３．４ ８．５ △７．４ ナデ ナデ ３０％

１０６図７ ７９ Ｏ１８ Ｌ� 小型甕 １２．５ １０．６ ６．６ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形 底部木葉痕

１０６図８ ７８ Ｏ１９－７ Ｌ� 小型甕 １４．４ １１．２ ７．３ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ 完形 底部粘土貼付

１０７図１ ７９ Ｏ１９－４５ Ｌ� 小型甕 １８．６ ８．２ 丸 底 ヨコナデ・ハケメ・ミガキ・ナデ ヨコナデ・ナデ ６０％

１０７図２ ７９ Ｏ１９－５ Ｌ� 小型甕 １９．１ １１．２ ８．２ ヨコナデ・ミガキ ミガキ・黒色処理 ９０％

１０７図３ Ｏ１９－４５ Ｌ� 小型甕 △１６．０ ７．１ △６．９ ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ ３５％

１０７図４ ７９ Ｏ１８－５７ Ｌ� 小型甕 １７．３ １１．９ ６．１ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ ７０％

１０７図５ ７９ Ｏ１８ Ｌ� 小型甕 １８．８ １１．６ ７．７ ヨコナデ・ナデ ヨコナデ・ナデ 完形 底部木葉痕

１０７図６ ７９ Ｏ１９ Ｌ� 小型甕 １４．８ １７．０ ７．８ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ ８０％ 底部木葉痕，ケズリ

１０７図７ ７９ Ｏ１８ Ｌ� 小型甕 １６．４ １６．６ ７．６ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ヨコナデ・ナデ 完形 底部木葉痕

１０８図１ Ｏ１８ Ｌ� 小型甕 △１６．２ １３．６ ７．２ ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ６０％

１０８図２ Ｏ１９ Ｌ� 小型甕 △１５．６ 〔１４．３〕 △６．０ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ヨコナデ・ナデ ３０％

１０８図３ Ｏ１８－５７ Ｌ� 小型甕 － 〔１０．３〕 ６．８ ハケメ・ナデ ナデ １５％

１０８図４ Ｏ１９－６・７ Ｌ� 小型甕 △１２．６ １４．３ ５．１ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ナデ ４０％

１０８図５ Ｏ１８－４７ Ｌ� 小型甕 － 〔９．８〕 ６．２ ハケメ・ナデ ヨコナデ・ナデ ３０％ 底部木葉痕

１０８図６ Ｏ１９－５ Ｌ� 小型甕 － 〔４．８〕 ５．９ ハケメ・ナデ ナデ １０％ 底部粘土貼付

１０８図７ Ｏ１８ Ｌ� 甕 △２０．５ 〔１３．９〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ハケメ・ナデ ３５％

１０８図８ Ｐ１８－９０ Ｌ� 甕 △１６．８ 〔１０．５〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ２０％

１０９図１ Ｏ１８－５７ Ｌ� 甕 － 〔１８．９〕 ６．４ ハケメ・ケズリ ナデ ４０％ 底部木葉痕

１０９図２ Ｏ１８－８４ Ｌ� 甑 ２２．９ ２６．２ ８．７ ヨコナデ・ハケメ・ケズリ ヨコナデ・ハケメ・ナデ・ケズリ ５０％ 無底式

１０９図３ 東側北半 Ｌ� 小型甑 〔１１．０〕 ８．３ ヨコナデ・ナデ・ケズリ ヨコナデ・ナデ・ケズリ ４０％ 単孔式，底部木葉痕

１０９図４ ７９ Ｏ１８ Ｌ� 小型甑 １７．４ １４．５ ６．４ ヨコナデ・ハケメ・ナデ・ケズリ ヨコナデ・ハケメ・ナデ・ケズリ 完形 単孔式，底部木葉痕

１０９図５ ８０ Ｏ１９－５ Ｌ� 甑 △２２．２ ２６．７ ８．８ ヨコナデ・ナデ・ハケメ・ケズリ ヨコナデ・ナデ・ミガキ・ケズリ ８０％ 無底式

１１０図１ ８０ Ｏ１９－５４ 甕 １９．８ 〔２６．５〕 － ヨコナデ・ハケメ ヨコナデ・ナデ ６５％

１１１図１ Ｏ１８－６７ Ｌ� ミニチュア － 〔４．３〕 － ヨコナデ・ハケメ・ナデ ナデ ４０％

１１１図２ Ｏ１９－１６ Ｌ� ミニチュア － 〔４．７〕 － ハケメ ナデ ３０％

１１１図３ Ｏ１８－６５ Ｌ� ミニチュア － 〔４．５〕 丸 底 ヨコナデ・ハケメ 指ナデ ５０％

１１１図４ ８３ Ｏ１９－３２ Ｌ� 手捏ね － 〔３．７〕 ４．５ 指ナデ゛・指オサエ 指ナデ゛・指オサエ ３０％

１１１図５ ８３ Ｏ１８－９５・９６ Ｌ� 手捏ね ４．５ ２．７ ３．２ 指ナデ 指ナデ 完形

１１１図６ Ｏ１８－９６ Ｌ� 手捏ね ３．９ ２．５ ３．２ 指ナデ 指ナデ ４０％

１１１図７ Ｏ１９－９ Ｌ� 手捏ね △５．２ ２．８ 丸 底 指ナデ 指ナデ ８０％

１１１図８ Ｏ１９－３５ Ｌ� 手捏ね － 〔３．２〕 丸 底 指ナデ 指ナデ ４５％

１１１図９ Ｏ１９－１８ Ｌ� 手捏ね △５．４ ２．２ ４．２ 指ナデ 指ナデ ２５％ 底部木葉痕

第２章 遺構と遺物

１６５



表９ 土師器観察表（６）

表１０ 須恵器観察表（１）

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層位 器種

法 量（�）
△推定値〔残存値〕 器 面 調 整 遺

存
値

備 考
口径 器高 底径 外 面 内 面

１１１図１０ 東側北半 Ｌ� 手捏ね △６．６ ３．０ △５．６ 指ナデ 指ナデ ４０％

１１１図１１ Ｏ１９ Ｌ� 手捏ね △６．８ １．８ △５．５ 指ナデ゛・指オサエ 指ナデ ５０％

１１１図１２ Ｏ１８－６４ Ｌ� 手捏ね △９．０ ３．５ ５．６ 指ナデ 指ナデ ３５％

１１１図１３ Ｏ１８－５７ Ｌ� 小型杯 △１０．４ ２．９ △５．９ ナデ ナデ ４０％ 底部木葉痕

１１２図１ Ｏ１９－６６ Ｌ� 杯 △１２．９ ４．０ △６．５ ロクロナデ・手持ヘラケズリ ミガキ・黒色処理 ２５％

１１２図２ ８０ Ｏ１８－９８ Ｌ� 杯 △５．８ ４．９ ８．７ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ミガキ・黒色処理 ６０％

１１２図３ ８０ Ｏ１８－８５ Ｌ� 杯 １１．３ ３．９ ７．０ ロクロナデ・回転ヘラケズリ 黒色処理 完形 底部回転糸切り

１１２図４ Ｏ１９－３５ Ｌ� 杯 △１３．８ ４．７ △７．６ ロクロナデ ミガキ・黒色処理 ２５％ 底部回転糸切り

１１２図５ ８０ Ｏ１８－８７ Ｌ� 杯 １３．５ ４．７ ６．４ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ミガキ・黒色処理 完形 墨書

１１２図６ Ｏ１８－９０ Ｌ� 杯 － 〔１．７〕 △７．０ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ミガキ・黒色処理 １５％ 墨書

１１２図７ Ｏ１９－１９ Ｌ� 杯 － 〔２．５〕 △６．８ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ミガキ・黒色処理 ５％ 墨書・線刻

１１２図８ Ｏ１８－９６ Ｌ�中 杯 － － － ミガキ・黒色処理 破片 墨書・底部回転糸切り

１１２図９ Ｏ１９－４５ Ｌ� 杯 － － － 破片 線刻

１１２図１０ Ｏ１９－６ 撹乱 杯 － － － 破片 線刻

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層位 器種

法 量（�）
△推定値〔残存値〕 器 面 調 整 遺

存
値

備 考
口径 器高 底径 外 面 内 面

５図５ ＳＩ０１ 堆積土 甕 － － － 平行タタキ 破片

１２図１３ ＳＩ０３ 堆積土 高杯 － 〔４．７〕 － ロクロナデ・波状文 ロクロナデ ５％ ４方透かし

１５図１ ＳＩ０３ 堆積土 甕 － － － カキメ・平行タタキ 同心円文アテメ 破片

３０図１ ＳＩ１０ 床面 杯 － 〔２．７〕 ７．９ ロクロナデ・手持ちヘラケズリ ロクロナデ ３０％ 底部静止糸切り

３０図２ ＳＩ１０ 堆積土 杯 － 〔３．０〕 ８．０ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ２５％ 底部回転ヘラケズリ

３０図３ ６６ ＳＩ１０ 掘形埋土 高台杯 － 〔７．３〕△１０．０ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ２０％ 底部回転糸切り

３０図４ ６６ ＳＩ１０ 床面直上 甕 △１８．６ 〔８．８〕 － ロクロナデ・平行タタキ ロクロナデ １０％

３０図５ ＳＩ１０ 床面直上 甕類 △２０．２ 〔６．１〕 － ロクロナデ・平行タタキ ロクロナデ ５％

３０図６ ＳＩ１０ 床面直上 甕 △１８．８ 〔５．３〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

３０図７ ＳＩ１０ 床面直上 甕 ２１．０ 〔５．１〕 － ロクロナデ・平行タタキ ロクロナデ １５％

３０図８ ＳＩ１０ 堆積土 甕類 － － － カキメ 同心円文アテメ 破片

３０図９ ＳＩ１０ 掘形埋土 甕 － － － 平行タタキ ロクロナデ 破片

３０図１０ ＳＩ１０ 掘形埋土 甕 － － － 平行タタキ アテメ 破片

３５図２ ＳＩ１４ 堆積土 大型甕 － － － 沈線・波状文 ロクロナデ 破片

３９図４ ＳＩ１５ 床面直上 大型甕 － － － 平行タタキ アテメ 破片

４４図１ ＳＩ１６ 床面直上 高台杯 △１３．８ ５．０ △９．４ ロクロナデ ロクロナデ ３０％

４４図２ ＳＩ１６ 床面直上 高台瓶 － 〔４．０〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

４４図３ ６９ ＳＩ１６ 床面直上 高台杯 － 〔１１．７〕 ９．９ ロクロナデ ロクロナデ ２５％ 転用硯，湖西産？

４４図４ ６９ ＳＩ１６ 堆積土 鉢 △１９．３ 〔１１．１〕 － ロクロナデ ロクロナデ １０％

４７図６ ６９ ＳＩ１７ カマド内 杯 △１６．５ ４．２ ８．０ ロクロナデ・手持ちヘラケズリ ロクロナデ ７０％ 底部静止糸切り？

４７図７ ＳＩ１７ 堆積土 高台杯 － 〔２．４〕 △９．２ ロクロナデ ロクロナデ ５％

５０図２ ＳＩ１９ 床面 杯蓋 － 〔４．６〕 － ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ４０％

５０図３ ７０ ＳＩ１９ �１ 短頸壺 △９．９ 〔７．３〕 － ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ３０％

５１図１ ＳＩ２０ 堆積土 壺類 － － － カキメ 破片

５８図６ ＳＩ２４ 堆積土 杯蓋 △１３．５ ４．２ － ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ １５％

６８図９ ＳＩ２７ 堆積土 杯蓋 △１０．８ 〔２．４〕 － ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ５％

６８図１０ ＳＩ２７ 堆積土 高台盤 － 〔３．３〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

６８図１１ ＳＩ２７ 堆積土 高台盤 － 〔２．５〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

６９図４ ＳＩ２７ 堆積土 甕 － － － 平行タタキ アテメ？ 破片

９１図５ ７６ ＳＩ４１ 床面 杯身 １３．２ ４．５ 丸 底 ロクロナデ・手持ちヘラケズリ ロクロナデ 完形

１１３図１ Ｏ１８－７６・８０・９０ Ｌ�・� 杯蓋 － 〔３．７〕 丸天井 ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ４０％

１１３図２ ８０ Ｏ１８－９４ Ｌ� 杯蓋 △１２．８ ３．３ 丸天井 ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ７５％

１１３図３ Ｏ１９－８ Ｌ� 杯蓋 － 〔２．４〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

１１３図４ 東側 Ｌ� 杯蓋 △１１．９ 〔２．５〕 － ロクロナデ ロクロナデ １５％

１１３図５ Ｏ１９－４６ Ｌ� 杯蓋 △１７．３ ２．２ － ロクロナデ ロクロナデ １５％

１１３図６ Ｏ１９－１９ Ｌ� 杯蓋 １８．０ 〔２．１〕 － ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ３０％

１１３図７ Ｏ１８－８９ Ｌ� 杯蓋 － 〔２．７〕 － ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ２０％

１１３図８ Ｏ１９－５７ Ｌ� 杯蓋 － 〔２．９〕 － ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ３０％

第２編 北ノ脇遺跡
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表１１ 須恵器観察表（２）

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層位 器種

法 量（�）
△推定値〔残存値〕 器 面 調 整 遺

存
値

備 考
口径 器高 底径 外 面 内 面

１１３図９ 東側北半 Ｌ� 杯身 △１１．０ 〔２．６〕 － ロクロナデ ロクロナデ １５％

１１３図１０ 東側北半 Ｌ� 杯身 △１０．２ 〔３．５〕 － ロクロナデ・手持ちヘラケズリ ロクロナデ １０％

１１３図１１ Ｏ１９－１７ Ｌ� 高台杯 － 〔２．４〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

１１３図１２ Ｏ１８－６７ Ｌ� 高台杯 △１６．１ 〔３．９〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

１１３図１３ Ｏ１９－３８ Ｌ� 高台杯 － 〔３．７〕 △９．２ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ １０％ 底部静止糸切り

１１３図１４ Ｏ１８－６９ Ｌ� 杯 － 〔１．６〕 △８．２ ロクロナデ・手持ちヘラケズリ ロクロナデ ２０％

１１３図１５ Ｏ１９－４６ Ｌ� 杯 － 〔２．１〕 △８．４ ロクロナデ・回転ヘラケズリ ロクロナデ ５％ 底部回転ヘラケズリ

１１３図１６ Ｏ１８－９０ Ｌ� 杯 － 〔２．７〕 ７．０ ロクロナデ ロクロナデ ３０％ 底部回転ヘラケズリ

１１３図１７ Ｏ１９－４５ Ｌ� 高台杯 － 〔１．４〕△１１．４ ロクロナデ ロクロナデ １５％

１１４図１ Ｏ１８－９０ Ｌ� 高台瓶 － 〔５．４〕 △６．３ ロクロナデ ロクロナデ １０％

１１４図２ Ｏ１８ Ｌ� 高台瓶 － 〔５．４〕 ６．２ ロクロナデ ロクロナデ ２０％ 線刻

１１４図３ Ｏ１８－９０ Ｌ� 短頸瓶 △５．２ 〔４．１〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

１１４図４ Ｏ１８－８９・９０ Ｌ� 短頸壺 △１１．０ 〔２．５〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

１１４図５ Ｏ１８－５４ Ｌ� 小型壺 － 〔４．９〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

１１４図６ ８０ Ｏ１８－８９・９０ Ｌ� 壺 △１３．５ 〔１６．３〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５０％

１１４図７ ８０ Ｏ１８－７０・９０ Ｌ� 小型壺 △１１．６ １２．６ ６．８ ロクロナデ・カキメ・回転ヘラケズリ ロクロナデ・ヘラケズリ ７０％

１１４図８ Ｏ１８－１９・９０ Ｌ� 瓶類 － 〔１６．５〕 ９．０ ロクロナデ・手持ちヘラケズリ ロクロナデ・ヘラナデ ４０％

１１４図９ Ｏ１９－２６ Ｌ� 甕類 － 〔３．９〕 － ロクロナデ・波状文 ロクロナデ ５％

１１４図１０ Ｏ１９－２６ Ｌ� 甕類 － 〔３．７〕 － ロクロナデ ロクロナデ ５％

１１４図１１ Ｏ１８－９０・９９ Ｌ� 甕類 △３４．０ 〔１４．０〕 － ロクロナデ・平行タタキ ロクロナデ・タタキメ ５％

１１５図１ ８１ Ｏ１８－８９・９０・９９ Ｌ� 甕 △５３．６ 〔１３．５〕 － ロクロナデ・平行タタキ ロクロナデ・同心円文アテメ １０％

１１５図２ Ｏ１８－９０・９９ Ｌ� 大型甕 － 〔２４．０〕 － ヨコナデ・平行タタキ アテメ １５％

１１５図３ Ｏ１８－８９・９０ Ｌ� 大型甕 － 〔２３．５〕 １６．０ 平行タタキ 同心円文アテメ １５％

１１６図１ 東側北半 Ｌ� 壺類 － － － 沈線・波状文 ロクロナデ 破片

１１６図２ Ｏ１８－６６ Ｌ� 壺類 － － － 沈線・波状文 ロクロナデ 破片

１１６図３ ８０ 表採 甕類 － － － 沈線・波状文 ロクロナデ 破片

１１６図４ 表採 甕類 － － － 沈線・波状文 ロクロナデ 破片

１１６図５ Ｏ１９ Ｌ�・� 甕類 － － － 沈線・波状文 ロクロナデ 破片

１１６図６ 表採 甕類 － － － 平行タタキ 同心円文アテメ 破片

１１６図７ １８ Ｌ� 甕類 － － － カキメ，平行タタキ 同心円文アテメ 破片

１１６図８ Ｏ１９－６６ Ｌ� 甕類 － － － 平行タタキ 同心円文アテメ 破片

１１６図９ Ｏ１９－２７ Ｌ� 甕類 － － － 格子状タタキ 同心円文アテメ 破片

第２章 遺構と遺物
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表１２ 土製品観察表（１）

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層 位 形 態

大きさ（�）〔残存値〕 重量
（ｇ） 備 考

最大長 最大幅 最大厚
１５図５ ８２ ＳＩ０３ �１ 棒状土製品 〔９．４〕 １．８ １．９ －

１５図６ ８１ ＳＩ０３ 堆積土 把手状製品 １７．７ ５．１ ２．３ － 柄香炉

１５図８ ８４ ＳＩ０３ 床面直上 勾玉 ４．５ １．３ １．２ １２．５

１５図９ ８４ ＳＩ０３ 堆積土 勾玉 ３．６ １．０ １．１ ４．８

１５図１０ ８４ ＳＩ０３ 床面直上 勾玉 ３．２５ １．１ １．１ ５．９

１５図１１ ８２ ＳＩ０３ 貼床 鏡模倣品 ５．８ ６．４ １．８ ２８．６

１７図５ ＳＩ０４ 堆積土 筒形土製品 ６．０ 外面ハケメ 内面指オサエ － 積み上げ痕

１７図６ ＳＩ０４ 床下 筒形土製品 １０．４ 外面ハケメ 内面指オサエ － 積み上げ痕

１７図７ ８４ ＳＩ０４ 堆積土 丸玉 外径 ０．７ 内径 ０．２ ０．６ ０．１８ 黒色処理

１７図８ ＳＩ０４ 堆積土�１ 丸玉 外径 ０．８５ 内径 ０．２ ０．６ ０．４１ 黒色処理

１８図３ ８４ ＳＩ０５ 堆積土 丸玉 外径 ０．８ 内径 ０．２ ０．５５ ０．５１ 黒色処理

２４図３ ８４ ＳＩ０８ 堆積土 管玉 〔２．２〕 １．２ １．１ ３．０ 黒色処理

３１図１ ８４ ＳＩ１０ 掘形埋土 勾玉 ３．３５ ０．８ ０．８ ２．３

３１図２ ＳＩ１０ 堆積土 土鈴 〔２．９〕 〔４．５〕 － １５．４

３１図３ ８１ ＳＩ１０ 堆積土 土鈴 〔４．８〕 〔５．４〕 － ３５．７

３１図４ ＳＩ１０ 堆積土 円柱状土製品 〔６．１〕 〔４．０〕 〔３．５〕 －

３１図５ ８２ ＳＩ１０ 掘形埋土 粘土塊 ４．２ １．７５ １．４ － 指オサエ

３１図８ ８２ ＳＩ１０ 堆積土 丸瓦 〔７．１〕 〔１３．５〕 ２．１ －

３４図２ ＳＩ１３ 堆積土 丸玉 外径 〔０．９〕 内径 〔０．２５〕 ０．９ ０．３２ 黒色処理

３５図３ ８４ ＳＩ１４ 堆積土 丸玉 外径 ０．６５ 内径 ０．１５ ０．５ ０．２５ 黒色処理

３５図４ ８４ ＳＩ１４ 堆積土 丸玉 外径 ０．７ 内径 ０．１５ ０．４ ０．２３ 黒色処理

３９図５ ８４ ＳＩ１５ 堆積土 丸玉 外径 ０．７ 内径 ０．２ ０．３５ ０．２ 黒色処理

４３図９ ８２ ＳＩ１６ カマド内 支脚 １８ ４．８ ４．２ －

４３図１０ ８４ ＳＩ１６ 煙道 丸玉 外径 １．１ 内径 ０．１５ ０．６ ０．７７ 黒色処理

４３図１１ ８４ ＳＩ１６ 煙道 丸玉 外径 １．１ 内径 ０．２ ０．４ ０．６６ 黒色処理

４７図８ ８４ ＳＩ１７ 堆積土 丸玉 外径 １．６ 内径 ０．２ １．５ ３．１２

４７図９ ８１ ＳＩ１７ 堆積土 土鈴 〔３．２〕 ４．３ － ２２．２

４７図１０ ＳＩ１７ 堆積土 紡錘車 上幅 ４．１ 下幅 ２．２ ３．０ －

４７図１１ ８２ ＳＩ１７ カマド内 粘土塊 ４．６ ４．９ ２．２ － 指オサエ

４７図１２ ８２ ＳＩ１７ カマド内 粘土塊 ６．４ ２．７ ３．０ － 指オサエ

４７図１３ ＳＩ１７ 堆積土 円柱状土製品 〔４．８〕 〔３．２〕 〔１．３〕 － 指オサエ

５０図６ ８４ ＳＩ１９ 堆積土 丸玉 外径 ０．７ 内径 ０．２ ０．５ ０．２２ 黒色処理

５１図２ ＳＩ２０ 堆積土 土鈴 〔４．４〕 〔３．２〕 － １４．１

５９図３ ８４ ＳＩ２４ 掘形埋土 丸玉 外径 ０．８５ 内径 ０．２５ ０．８５ ０．５２ 黒色処理

６９図５ ８２ ＳＩ２７ 堆積土 粘土塊 ３．７ ５．７ ３．８ －

６９図６ ＳＩ２７ 堆積土 粘土塊 ３．８ １．９ １．２ － 角状

６９図７ ＳＩ２７ 堆積土 粘土塊 ４．７ ４．８ ３．５ － 角状

７２図６ ８２ ＳＩ２９ 堆積土 紡錘車 上幅 ３．５ 下幅 ４．２ ２．１ ４０．５

８６図４ ８２ ＳＩ３８ 掘形埋土 鏡模倣品 〔５．４〕 〔３．６〕 〔１．８〕 １９．１

８６図５ ＳＩ３８ 堆積土 羽口 〔２．８〕 〔３．５〕 ２．２ － 溶着滓

８８図３ ８４ ＳＩ３９ 床面直上 丸玉 外径 ０．８ 内径 ０．２ ０．６ ０．４８ 黒色処理

８８図４ ８４ ＳＩ３９ 床面直上 丸玉 外径 １ 内径 ０．２ ０．６ ０．６７ 黒色処理

８８図６ ＳＩ３９ 堆積土 土玉 １．４５ １．４５ １．３ ２．９７

８８図７ ８２ ＳＩ３９ 堆積土 土錘 ５．４ １．４ １．５ ９

９３図１ ８４ ＳＩ４１ 床面 丸玉 外径 １．１ 内径 ０．２ ０．９ ０．９５ 黒色処理

９３図２ ８４ ＳＩ４１ 床面 丸玉 外径 ０．９ 内径 ０．２ ０．６ ０．５７ 黒色処理

９３図３ ８４ ＳＩ４１ 掘形埋土 丸玉 外径 ０．８ 内径 ０．１５ ０．７ ０．４８ 黒色処理

９３図４ ８４ ＳＩ４１ 床面 勾玉 ４．３ ０．９ １．１ ８．１

１１７図１ ８４ Ｏ１９－２５ Ｌ� 丸玉 外径 ０．８ 内径 ０．３ ０．９ ０．５７ 黒色処理

１１７図２ ８４ Ｏ１９－２７ Ｌ� 丸玉 外径 ０．８ 内径 ０．２５ ０．８ ０．５ 黒色処理

１１７図３ ８４ Ｏ１９－２５ Ｌ� 丸玉 外径 ０．９ 内径 ０．２ ０．７ ０．４５ 黒色処理

１１７図４ Ｏ１８－８６ Ｌ� 丸玉 外径 ０．８ 内径 ０．１５ ０．７ ０．３９ 黒色処理

１１７図５ ８４ Ｏ１８－５２ 撹乱 丸玉 外径 ０．８ 内径 ０．１ ０．７ ０．４６ 黒色処理

１１７図６ Ｏ１９－４６ Ｌ� 装身具類 〔２．８〕 １．６ ０．６ 穿孔２つ，黒色処理

１１７図７ ８４ Ｏ１９－１６ Ｌ� 勾玉 ６．０ １．７ １．９５ ２９．９

１１７図８ ８１ Ｏ１８－８０・９０ Ｌ� 羽口 〔１２．２〕 ７．１ － －

１１７図９ Ｏ１８－６９ Ｌ� 角柱状土製品 〔１２．３〕 ５．９ 〔４．９〕 － ヘラケズリ

１１７図１０ Ｏ１９－２４ Ｌ� 円柱状土製品 〔９．２〕 〔４．８〕 － ナデ・指オサエ

１１７図１１ Ｏ１８－９６ Ｌ� 円柱状土製品 〔６．１〕 ５．０ － － ナデ・指オサエ

１１７図１２ Ｏ１８－７６ Ｌ� 筒形土製品 径１２．１ 外面ハケメ 内面指オサエ － 積み上げ痕

１１７図１３ Ｏ１８－８９ Ｌ� 円柱状土製品 〔４．５〕 ４．６ － － ナデ
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表１３ 土製品観察表（２）

表１４ 石製品観察表

表１５ 金属製品観察表

表１６ グリッドピット内出土柱材

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層 位 形 態

大きさ（�）〔残存値〕 重量
（ｇ） 備 考

最大長 最大幅 最大厚
１５図７ ８１ ＳＩ０３ カマド内 砥石 ５．２ ７．０ ２．０ 流紋岩

１８図２ ８２ ＳＩ０５ 床面 紡錘車 上幅 ２．１ 下幅 ４．４ ２．１ ４８．４ 滑石

３１図９ ８１ ＳＩ１０ 掘形埋土 砥石 ５．０ ３．８ ３．３ 砂岩

７９図７ ８１ ＳＩ３３ 床面 環状石製品 ３．２ ３．４ ０．７ ７．７９ 緑色千枚岩

８８図５ ８４ ＳＩ３９ 床面直上 臼玉 外径 １．６ 内径 ０．４ ０．７ ２．６４ 滑石

９３図５ ８２ ＳＩ４１ 床面 紡錘車 上幅 ２．７ 下幅 ４．３ ２．２ ６１ 滑石

１１７図１７ Ｏ１９ Ｌ� 石臼 器高 １２．５ － － － デイサイト

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層 位 形 態

大きさ（�）〔残存値〕 重量
（ｇ） 備 考

最大長 最大幅 最大厚
１１７図１４ Ｏ１８－９６ Ｌ� 円柱状土製品 〔５．９〕 〔４．０〕 － － ナデ・指オサエ

１１７図１５ ８２ Ｏ１８－６６ Ｌ� 棒状土製品 〔７．０〕 〔１．９５〕 － － ナデ・指オサエ

１１７図１６ ８１ Ｏ１８－６９ Ｌ� 円盤状土製品 ３．７ ３．７ ０．８ －

挿図
番号

写真
番号 グリッド ピット

番号 層位
遺存値（�）

樹 種 木取り 備 考
長さ 幅 厚さ

９８図１ ８５ Ｏ１８－６７ Ｐ９ 堆積土 ２４．９ ４．６ ２．１ カヤ（針葉樹） 芯持ち 加工痕有り

９８図２ ８５ Ｏ１８－６７ Ｐ１５ 堆積土 １６．４ ５．５ ３．５ カヤ（針葉樹） 芯持ち 加工痕有り

９９図１ ８５ Ｏ１９－７ Ｐ３１ 堆積土 ３３．８ １１．１ ６．６ カヤ（針葉樹） 芯持ち 加工痕有り

挿図
番号

写真
番号

遺構・
グリッド 層 位 種 類 形 態

大きさ（�）［遺存値］
重量（ｇ） 備 考

最大長 最大幅 最大厚
２４図４ ８５ ＳＩ０８ 撹乱 鉄製品 角釘 ３．７ ０．９ ０．７ ４．３７

３１図６ ８５ ＳＩ１０ 掘形埋土 鉄製品 刀子 ［８．５］ １．１ ０．５ ８．５７ 目釘穴あり

３１図７ ８５ ＳＩ１０ 床面直上 鉄製品 球状製品 ２．３ ２．３ １．７ １１．５３

６９図８ ８５ ＳＩ２７ 掘形埋土 鉄製品 棒状製品 ［４．３］ ０．６ － ４．５８

８６図６ ＳＩ３８ 堆積土 鉄製品 刀子 ［１．４］ ０．６ － ０．８７

８８図８ ８５ ＳＩ３９ 堆積土 鉄製品 刀子 ［７．８］ ２．１ １．０ １４．１７

１１８図１ ８５ Ｏ１９－２７ Ｌ� 鉄製品 刀子 ［４．４］ １．１ ０．４ ４．２９

１１８図２ ８５ Ｏ１９－３４ Ｌ� 鉄製品 刀子 ［５．５］ １．８ ０．４ ９．２９

１１８図３ ８５ Ｏ１８ Ｌ� 鉄製品 直刀 ［７．７］ ２．３ ０．４ １９．５

１１８図４ ８５ Ｏ１８－８２ 撹乱 鉄製品 角釘 ［５．５］ １．３ ０．５ ９．５５

１１８図５ ８５ Ｏ１８－８９ Ｌ� 鉄製品 角釘 ［５．２］ １．４ ０．６ １６．５

１１８図６ ８５ Ｏ１８－９０ Ｌ� 鉄製品 角釘 ７．０ １．７ ０．５ １０．４

１１８図７ ８５ Ｏ１９－４５ Ｌ� 鉄製品 角釘 １１．４ １．９ ０．５ ３８．２

１１８図８ ８５ Ｏ１９－４６ Ｌ� 銅製品 座金具 ２．８ ２．８ ０．３ 金メッキ

１１８図９ ８５ Ｏ１９ Ｌ� 鉄製品 不明 ［４．１］ ２．４ ２．１ １９．７

１１８図１０ 表採 Ｌ� 銅製品 古銭 ２．４ － － － 「永楽通寳」

１１８図１１ Ｏ１８－９８ Ｌ� 銅製品 古銭 ２．３ － － － 「寛永通寳」

１１８図１２ Ｏ１９ Ｌ� 銅製品 古銭 ２．３ － － － 「寛永通寳」

１１８図１３ Ｏ１９－３８ Ｌ� 銅製品 古銭 ２．２ － － － 「一銭」

第２章 遺構と遺物
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第３編 考 察

第１章 遺構と遺物について

前編で記述したように本遺跡からは竪穴住居跡を中心とした多数の遺構と土師器・須恵器を中心

とした多量の遺物が出土している。本編ではそれらの資料に多少の検討を加えることで本遺跡に対

する理解を少しでも深めることを目指すことにしたい。

第１節 土 師 器

土師器は本遺跡から極めて多量の出土をみているが，それらは形態の変化から古墳時代～平安時

代にかけての資料であることを知ることができる。ここでは資料に見られる多数の形態を分類して

土器群を抽出し，その変遷を見てみることにしたい。なお，扱う資料は住居跡床面から出土したも

のを中心に据えることにし，それ以外は補助的に使用することにしたい。

土師器杯・椀・高杯

�群土器（図１－１～９）

７５・９４号住居跡出土資料があげられ，杯には，ａ（１・２）・ｂ（３・４）・ｃ（５）・ｄ（６・７）

の４類が認められる。ａ～ｃ類は口縁部と体部の境がくびれ，口縁部が外湾するものでｂ類はａ類

に比べてくびれの位置が高い。ｃ類はくびれが弱く，外湾度も弱いものである。ｄ類は粗製の杯と

考えたものであるが，器形・調整ともａ～ｃ類とは大きく異なっており，用途の違いが想定される。

８・９は椀としたもので，口縁部が直立気味に立ち，深みがある。

�Ａ群土器（図１－１０～２０）

４３・４８・１０３号住居跡出土資料があげられ，杯にはａ（１０・１１）・ｂ（１２・１３）・ｃ（１４・１５）・ｄ

（１６）・ｅ（１９）の５類が認められる。ａ類は口縁部と体部の境のくびれが�群ａ類に比べて鋭角的

で，外湾する口縁部にもシャープさがある。ｂ類は口縁部と体部の境がくびれではなく外面で段と

なるもので，口縁部も内湾気味である。法量に大小の２種がある。ｃ類は口縁部が短く外湾するも

ので，全体的に丸みがある。ｄ類は口縁部が直立するもので外面にミガキ調整が認められる。ｅ類

は大型の杯で，口縁部と体部の境は外面で段を形成する。

１７・１８は椀で体部のくびれが�群椀ほど明瞭でなく，口縁部は外湾している。２０は高杯であるが

杯部の形態は�Ａ群の杯にはないものである。

�Ｂ群土器（図１－２１～３９）

６０・９０・１２９・１４２号住居跡があげられ，杯にはａ（２１～２３）・ｂ（２４・２５）・ｃ（２６～２８）・ｄ（２９

～３１）・ｅ（３２～３４）・ｆ（３５・３６）の６類が認められる。ａ類は�Ａ群ａ類からの流れを汲むものと
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Ⅰ群土器�
ａ� ｂ� ｃ� ｄ�

１　ＳＩ７５�

ⅡＡ群土器�
ａ� ｂ� ｃ� ｄ� ｅ�

１０　ＳＩ４３�

ⅡＢ群土器�
ａ�

２１　ＳＩ１４２�

Ⅲ群土器�
ａ�

４０　ＳＩ２７�

４１　ＳＩ３６�

４２　ＳＩ３６�

７４　ＳＩ１３６�

７５　ＳＩ２７�

７６　ＳＩ１３６� ７７　ＳＩ２７� ７８　ＳＩ２７�

ｂ�

４３　ＳＩ２７�

４４　ＳＩ３６�

４５　ＳＩ２７�

４６　ＳＩ２７�

４７　ＳＩ２７�

４８　ＳＩ２７�

ｃ�

４９　ＳＩ３６�

５０　ＳＩ１７Ａ�

５１　ＳＩ３６�

５２　ＳＩ３６�

５３　ＳＩ１３６�

５４　ＳＩ１３６�

５５　ＳＩ４０�

ｄ�

５６　ＳＩ２７�

５７　ＳＩ３６�

５８　ＳＩ１７Ａ�

５９　ＳＩ１７Ａ�

６０　ＳＩ１７Ａ�

６１　ＳＩ１３６�

６２　ＳＩ１３６�

ｅ�

g

６３　ＳＩ２７�

６４　ＳＩ２７�

６９　ＳＩ３６�

７０　ＳＩ３６�

７１　ＳＩ４０�

ｆ�

６５　ＳＩ２７�

６６　ＳＩ１７Ａ�

６７　ＳＩ１３６�

６８　ＳＩ１３６�

７２　ＳＩ２７�

７３　ＳＩ２７�

Ｓ＝１/８�

２２　ＳＩ１４２�

２３　ＳＩ１２９�

３９　ＳＩ１４２�

２８　ＳＩ９０� ３１　ＳＩ９０� ３４　ＳＩ９０�

３７　ＳＩ１２９�

３８　ＳＩ９０�

２５　ＳＩ６０� ２７　ＳＩ６０� ３０　ＳＩ６０� ３３　ＳＩ１４２� ３６　ＳＩ１４２�

ｂ�

２４　ＳＩ１４２�

ｃ�

２６　ＳＩ６０�

ｄ�

２９　ＳＩ１４２�

ｅ�

３２　ＳＩ６０�

ｆ�

３５　ＳＩ１４２�

１１　ＳＩ４３� １３　ＳＩ１０３� １５　ＳＩ１０３�

１８　ＳＩ１０３� ２０　ＳＩ１０３�

１２　ＳＩ４３� １４　ＳＩ４８� １６　ＳＩ１０３�

１７　ＳＩ４８�

１９　ＳＩ４８�

３　ＳＩ７５� ５　ＳＩ９４�
６　ＳＩ７５� ８　ＳＩ９４�

９　ＳＩ９４�
７　ＳＩ９４�

４　ＳＩ９４�２　ＳＩ７５�

図１ 土師器杯�～�群
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Ⅳ群土器�
ａ�

１　ＳＩ９２�

２　ＳＩ１１８�

３　ＳＩ１１８�

４　ＳＩ１１８�

５　ＳＩ８０�

６　ＳＩ８０�

７　ＳＩ８０�

８　ＳＩ８０�

９　ＳＩ１６�

１０　ＳＩ１４４�

１１　ＳＩ１４４�

１２　ＳＩ１４４�

１３　ＳＩ８２�

１４　ＳＩ８２�

ｂ�

１５　ＳＩ１４３�

ａ�

２１　ＳＩ１１２�

２２　ＳＩ１４４�

２３　ＳＩ１４４�

２４　ＳＩ１４４�

２５　ＳＩ６６�

２６　ＳＩ８２�

２７　ＳＩ３０�

２８　ＳＩ３８�

２９　ＳＩ３８�

３０　ＳＩ３４�

３１　ＳＩ３４�

１６　ＳＩ１１８�

１７　ＳＩ３０�

１８　ＳＩ１４４�

１９　ＳＩ８５�

２０　ＳＩ１４４�

ｃ�

ｄ�

３２　ＳＩ９２�

３３　ＳＩ１４３�

３４　ＳＩ１４４�

３５　ＳＩ１４４�

３６　ＳＩ１４４�

３７　ＳＩ６６�

３８　ＳＩ８２�

５９　ＳＩ１１８�

６０　ＳＩ３０�

６１　ＳＩ１６�

３９　ＳＩ９２�

４０　ＳＩ９２�

４１　ＳＩ１４３�

４２　ＳＩ１１２�

４３　ＳＩ６６�

４４　ＳＩ８２�

４５　ＳＩ８２�

６２　ＳＩ１１８�

６３　ＳＩ３０�

６５　ＳＩ１４４�

６７　ＳＩ３４�

６４　ＳＩ１６�

ｅ� ��

４６　ＳＩ１４３�

４７　ＳＩ１１８�

４８　ＳＩ８５�

４９　ＳＩ８５�

ｆ�

ｇ�

ｈ�

５０　ＳＩ１６�

ｉ�

５１　ＳＩ１６�

５２　ＳＩ１６�
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図２ 土師器杯�群
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考えられるが口縁部と体部の境のくびれがややシャープさに欠けるものとなっている。また，２２の

口縁部にはミガキ調整が施されている。ｂ類は口縁部と体部の境のくびれが外面で段となるもので

口縁部は直線的に外傾している。２５は外面にもミガキ調整が施されている。ｃ類は口縁部と体部の

境のくびれが緩く，ａ・ｂ類に比べて口縁部が立ち気味である。範囲の多少はあるが外面にミガキ

調整が施されている。�Ａ群ｂ類からの流れが考慮される。ｄ類はｃ類に比べ丸みのあるものであ

る。�Ａ群ｃ類からの流れが考慮される。ｅ類は口縁部と体部の境のくびれが不明瞭なもので，外

面にもミガキ調整が施されている。ｆ類は口縁部が直立気味に立ち上がるもので，ミガキ調整が顕

著である。

３７・３８は椀で口縁部が直立気味のものとわずかに外傾するものがある。両者とも外面にもミガキ

調整が施されている。３９は高杯で脚部が中実である。

�群土器（図１－４０～７８）

１７Ａ・２７・３６・４０・１３６号住居跡があげられ，杯にはａ（４０～４２）・ｂ（４３～４８）・ｃ（４９～５５）・ｄ

（５６～６２）・ｅ（６３・６４）・ｆ（６５～６８）・ｇ（６９～７１）の７類が認められる。ａ類は口縁部と体部の

境のくびれが外面で軽い段となり，口縁部が外傾するものである。口縁部長が長いのに比べて体底

部が縮小している感がある。ｂ類は�Ｂ群ｃ類からの流れが考慮されるものであるが，外面にミガ

キ調整を施さないものと施すものの２種がある。ｃ類は須恵器模倣あるいは関東に系譜が求められ

るものである。特に５５は関東地方からの搬入品と考えられる。ｄ類は�Ｂ群ｄ類からの流れが考慮

図３ 土師器杯�～�群
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されるものであるが，ｂ類同様外面にミガキ調整を施さないものの比率が高くなっている。ｅ類は

ｄ類の範ちゅうとも考えられるが，口唇部近くでやや強く外湾することから別類とした。ｆ類は口

縁部と体部の境のくびれが外面で軽い段となり，口縁部が内湾気味に外傾するものである。ａ類に

比べ口径に対して器高が小さくなり浅い器形となる。ｇ類は大型では口縁部と体部の境のくびれが

外面で軽い段となり，口縁部が直線的に外傾するものである。

７２・７３は椀で口縁部が直立気味に立ち上がり，外面にもミガキ調整が施されている。７６～７８は高杯

で脚部が中実のものと脚部中央付近まで中空のものがある。

�群土器（図２－１～６８）

１６・３０・３４・３８・６６・８０・８２・８５・９２・１１２・１１８・１４３・１４４号住居跡と１７号土坑があげられ，杯に

はａ（１～１４・２１～３１）・ｂ（１５～２０）・ｃ（３２・３３）・ｄ（３４～３８）・ｅ（３９～４５）・ｆ（４６）・ｇ（４７）

・ｈ（４８・４９）・ｉ（５０）・ｊ（５１・５２）・ｋ（５３）・�（５４～５８）の１２類が認められる。ａ類は�群土

器ａ類からの流れが考慮されるものである。ｂ類はａ類の口縁部が立ち上がったものであり，その

分器高が高くなっている。�群土器までの椀との関連が予想される。ｃ類は�群土器ｄ類からの流

れが考慮されるものである。ｄ類はａ類の口縁部が内湾気味に立ち上がるもので，ａ類に比較して

小ぶりである。ｅ類は�群土器ｅ類からの流れが考慮されるもので，ａ類に比べて体部の比率が多

く，口縁部の作り出しにややバラティーがある。ｆ・ｇ類は口縁部と体部の境が不明瞭なものであ

る。ｈ類は半球状の器形で内面黒色処理が施されていない。関東系の土器と考えられる。ｉ類は�

群土器ｃ類からの流れが考慮されるものである。ｊ類は内面黒色処理を施さない小ぶりなものでや

はり関東系の土器と考えられる。ｋ類は�群土器ｆ類からの流れが考慮されるものであるが，外面

にもミガキ調整が施されている。�類は大型のものを一括した。

５９～６８までは高杯であるが，杯ｂ類を杯部とし脚部が中空の高杯ａ類・杯ａ類を杯部とし脚部が

杯底部中央に近い部分に取り付いて裾部のあまり開かない高杯ｂ類・杯ａ類を杯部とし脚部が杯底

部脇に取り付いて裾部が開く高杯ｃ類の３類がある。ａ・ｂ類は一つの住居跡でセットで出土して

いる。

�群土器（図３－１～１６）

８１・北１０・北１６・北１７号住居跡があげられ，杯にはａ（１・２）・ｂ（３～５）・ｃ（６～８）・ｄ

（９～１１）・ｅ（１２・１３）・ｆ（１４～１６）の６類が認められる。ａ類は�群土器ａ類からの流れが考慮

されるものである。ｂ類は口縁部と体部の境のくびれが外面で軽い段となり，口縁部が内湾気味に

外傾するものである。ｃ類は口縁部と体部の境が不明瞭で口縁部が内湾気味に外傾するものである。

ｄ類は平底風丸底のもので外面にもミガキ調整が施されている。ｅ類は平底のもので外面にもミガ

キ調整が施されている。ｆ類はｅ類以外の平底のものである。

�群土器（図３－１７～２４）

１２・２３・７９・１６４・北７・北２５号住居跡と遺構外出土の一部があげられ，杯にはａ（１７～２１）・ｂ

（２２～２４）の２類が認められる。ａ類はロクロを使用して整形し体部下端に回転ヘラケズリ調整を
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施すものである。ｂ類はロクロを使用して整形し体部下端に手持ちヘラケズリ調整を施すものであ

る。

�群土器（図３－２５～２７）

遺構外出土の一部があげられ，ロクロ整形による高台のついた椀と小型杯（皿）が認められる。

小型杯は内面もロクロ整形痕のみである。

土師器甕

�群土器（図４－１～５）

ａ（１）・ｂ（２）・ｃ（３）・ｄ（４）・ｅ（５）の５類が認められる。ａ類は胴部中位に最大径

があり口縁部があまり窄まらないもので，外面はナデ調整である。ｂ類は胴部中位に最大径があり

口縁部が窄まるもので，外面はナデ調整である。ｃ類は口径と胴部中位にある最大径がそれほど差

がないもので，外面はナデ調整である。ｄ類は胴部中位に最大径があり口縁部が窄まるもので，外

面はハケメ調整である。ｅ類は長胴で胴部中位に最大径があり外面はハケメ調整である。

�Ａ群土器（図４－６～１０）

ａ（６）・ｂ（７）・ｃ（８）・ｄ（９）・ｅ（１０）の５類が認められる。ａ類は胴部中位に最大径

が予想され，外面がナデ調整のもの。�群土器ａ類に近いものが考えられる。ｂ類は胴部中位に最

大径があり口縁部がやや窄まるもので，外面はナデ調整である。�群土器ｂ・ｃ類を折衷したよう

な器形である。ｃ類は長胴で最大径が胴部下位にあり口縁部がやや窄まるもので，外面はハケメ調

整である。ｄ類は長胴で最大径が胴部中位にあり口縁部がやや窄まるもので，外面はハケメ調整で

ある。ｅ類は�群土器ｅ類と同様の特徴である。

�Ｂ群土器（図４－１１～１５）

ａ（１１）・ｂ（１２）・ｃ（１３）・ｄ（１４）・ｅ（１５）の５類が認められる。ａ類は�Ａ群土器ｂ類から

の流れが考慮されるものである。ｂ類は�群土器ｃ類からの流れが考慮されるものである。ｃ・ｄ

・ｅ類はそれぞれ�Ａ群土器ｃ・ｄ・ｅ類からの流れが考慮されるものである。

�群土器（図４－１６～２４）

ａ（１６・１７）・ｂ（１８～２０）・ｃ（２１～２３）・ｄ（２４）の４類が認められる。ａ類は最大径が胴部中

位にある球胴のもので，外面はハケメ調整である。ｂ類は器形としては�Ｂ群土器ｂ類と�Ｂ群土

器ｄ類からの流れが考慮されるもので，外面はハケメ調整である。ｃ類は�Ｂ群土器ｃ類からの流

れが考慮されるものである。ｄ類は�Ｂ群土器ｅ類からの流れが考慮されるものである。

�群土器（図５－１～２２）

ａ（１・２）・ｂ（３～６）・ｃ（７～１２）・ｄ（１３～１５）・ｅ（１６・１７）・ｆ（１８～２１）・ｇ（２２）の

７類が認められる。ａ類は最大径が胴部中位にある球胴のもので，外面はナデとケズリ調整である。

ｂ類は�群土器ａ類からの流れが考慮されるものである。ｃ類は�群土器ｂ類からの流れが考慮さ

れるものである。ｄ類は胴部中位に最大径があり口縁部が窄まるもので，外面はハケメとナデ調整
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である。ｅ類は口縁部に最大径があり口縁部が窄まらないもので，外面はハケメ調整である。ｆ類

は�群土器ｃ類からの流れが考慮されるものである。ｇ類は口縁部に最大径があり口縁部が窄まら

ないもので，外面はケズリ調整である。ａ類の１とｇ類の２２は関東系の杯を出した住居跡の甕であ

り，ケズリ調整にやはり関東系の技術がうかがわれる。

�群土器（図５－２３～２５）

ａ（２３）・ｂ（２４・２５）の２類が認められる。ａ類は�群土器ｂ類からの流れが考慮されるもので

ある。ｂ類は口縁部に最大径があり口縁部が窄まらないもので，外面はナデ調整である。

�群土器（図５－２６～２９）

ａ（２６～２８）・ｂ（２９）の２類が認められる。ａ類は口縁部に最大径があり口縁部が窄まらない器

形で，ロクロ整形によるものである。ｂ類はａ類に比べ口径が大きく器高が低いものである。

土師器甑（図６－１～２５）

甑についても�群土器から�群土器まで並べおいてみたが，大型小型とも器形においては大きな

変化は認められない。調整の面では�群土器ではハケメ調整が認められずナデとミガキ調整が施さ

れている。ハケメ調整は�群土器から認められるが，�群土器の調整が�・�群土器には残り，�

群土器ではハケメ調整のみとなる。なお，本遺跡では�群土器以降では甑は検出できなかった。

各土器群の様相

前項で分類した土器群について，ここでは福島県内での遺物出土例をみながら各群の様相につい

て若干の検討を加えることにしたい。

�群土器

本群は天栄村舞台遺跡出土資料によって設定された舞台式（玉川：１９８１）に比定されるものと考

えられる。舞台式にはＡ～Ｍ類までの多様な杯が出土しているが，口縁と底部の境界に明瞭な変換

点を有し口縁部が外反するＦ類が東北南部の編年における住社式（氏家：１９５７）の杯に共通するこ

とから，舞台式は住社式に並行すると考えられている。

始めに杯類を比較すると，本群のａ類は舞台遺跡Ｇ�類，ｂ類３はＧ�類，ｂ類４はＨ�類にあ

たると考えられる。ｃ類は舞台遺跡に相似する類例がないがＧ類の範囲の中で許容できると考えら

れ，くびれの弱い点は県中以北の特徴である可能性がある。ｄ類は粗製の杯で舞台遺跡Ｌ類に相当

する。椀類は舞台遺跡出土資料とやや異なるが舞台遺跡より時期が遡る引田式資料とされる郡山市

山中日照田Ｃ２４号住居跡の出土遺物に口縁部の短い類似品がある。

ｄ類は手捏土器とあわせて祭祀に関わる土器として論じられることが多いものであり，古墳の周

溝からの出土例が知られているし，本遺跡でも祭祀跡と考えられる１号包含層から小型の手捏土器

が土製勾玉と共に出土している。したがって住居跡からの出土は住居内での祭祀を予想させるが，

本遺跡ではそのことを証明する資料は得られなかった。また手捏土器とされるものは古墳時代を通
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Ｂ� Ｂ� Ｄ� Ｄ� Ｄ�

Ｄ� Ｄ� Ｄ�

Ｄ� Ｄ� Ｄ�

Ｃ１� Ｃ２� Ｃ２�

Ｇ� Ｉ�

舞台遺跡分類�

太田遺跡分類�

大根畑遺跡分類�

して１０世紀までその出土が知られていることから（高松・石本：１９９３），ｄ類は�群土器を構成する

ひとつであり該期に出土例が多い傾向にはあるものの，かならずしも�群の指標となるものではな

い。

甕をみると本群ａ類は舞台遺跡Ｂ類，ｂ類はＣ類，ｄ類はＡ類にあたると考えられるが，ｃ・ｅ

類の類似資料はない。本群土器より遡る他遺跡例を見てもｃ・ｅ類はみられないことから本群の時

期頃から出現するものと考えられる。調整の面ではナデ調整とハケメ調整があり，ナデ調整は前段

階からの流れであり，ハケメ調整は本群頃から開始されるものである。

丸底で外湾する口縁部下に稜を作り出す杯ａ類は舞台式の前段階である東村佐平林遺跡出土資料

によって設定された佐平林式（目黒他：１９７８）にその祖形が出現し，舞台式において量を増すもの

である。その出現は須恵器の模倣に始まると考えられており，一定量の出土はひとつの時期を画す

るものと思われる。

なお，舞台遺跡資料と同段階の県中資料として柳沼は郡山市の太田遺跡をあげている（柳沼：１９８９）。

太田遺跡資料については大根畑遺跡の報告（柳沼：１９８７）で再考されており，その分類によれば本

群ａ類が太田遺跡Ｄ類，本群ｂ類が太田遺跡Ｂ類と考えられる。柳沼は住社式を細分し太田遺跡資

料を住社式古段階としている。地理的条件からして本遺跡の場合は郡山市出土資料との比較が肝要

であるが，福島県内資料で設定された舞台式を尊重し初めに比較した。結果的には県南地域との比

較が可能であることと，あわせて舞台式の位置の確認もできたと思われる。

�Ａ・�Ｂ群土器

�Ａ群と�Ｂ群には若干の様相差があるが，住居跡の変遷を考える上でその差が有意な段階差で

図７ 舞台・太田・大根畑遺跡出土の土師器杯
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あるかどうかは判断に苦しむところである。したがってここでは両群をあわせて考えていくことに

したい。本群の位置付けは前群との関係から住社式新段階とすることができる。住社式新段階の資

料としては大根畑遺跡の資料があげられており，その分類と前段階の分類を加味しながら見ること

にしたい。

�Ａ群ａ類と�Ｂ群ａ類はくびれのシャープさがややことなるものの舞台遺跡Ｆ類の系譜上にあ

ると考えられる。�Ｂ群ｂ類は大根畑遺跡Ｃ類，�Ｂ群ｃ類は大根畑遺跡Ｄ類にあたると考えられ，

�Ａ群ｄ類は大根畑遺跡Ｇ類にあたる。�Ｂ群ｆ類は舞台遺跡Ｉ類からの系譜が想定される。�Ａ

群ｅ類は大根畑遺跡Ｉ類に通じるものと思われる。�Ａ群ｂ・ｃ類と�Ｂ群ｄ・ｅ類は類例がさが

せないことから本群頃から出現する可能性が高い。�Ａ群ｂ類は須恵器蓋模倣，他は現時点では杯

のバラエティーと考えておきたい。

椀については舞台遺跡椀Ａ類からの系譜が考えられるもの（１７・１８・３８）と�群椀からの系譜が

考えられるもの（３７）の２種がある。杯椀共に外面のミガキ調整が盛行する傾向にあることが指摘

できる。

甕は�群からの系譜が考えられるものが�Ａ・�Ｂ群のａ・ｂ・ｅ類でｃ・ｄ類は本群からの出

現と思われる。なお，大根畑遺跡や同じ住社式新段階とされる郡山市丸山遺跡１２号住居跡の甕は球

胴に近い胴部を有すもので本群で見られる長胴甕は出土していない。�群ｅ類とあわせて本遺跡が

ハケメ長胴甕出現の最も早い県内例となる可能性が高い。

�群土器

本群は栗囲式に比定されると考えられる。ａ類は栗囲式の表徴であるいわゆる有段丸底の杯であ

り，前群までのａ類の変化から本群になって出現するものと考えられる。ただし，�Ｂ群ａ類と本

群ａ類では形態差がやや大きいことから，�Ｂ群ｂ類を加味する必要があるように思われる。栗囲

式の古い段階では口唇部が外反するものが多いという指摘があるが，本群では直線的に外傾（４０・

４１）あるいはどちらかというと内湾気味（４２）であるのが特徴である。また，栗囲式になると杯に

おいては２～３の器形に統一されるという指摘もあるが，本群の場合はまだ複数類型が存在し，須

恵器模倣系と考えられるｃ類も多く認められる。また，外面のミガキ調整は前群に比べ減少し，ｂ

類と椀に多く用いられている。

高杯は脚部の中央付近まで中空で裾部の広がるもの（７６）が出現し，前群からの変化がうかがわ

れる。このことは舞台式から栗囲式への変化を示すとされる白河市明戸遺跡の５号住居跡から４号

住居跡への変遷の中にも認められることからひとつの目安となるかもしれない。

甕は球胴と長胴の２種がありハケメ調整が主流である。ｄ類は極端に長胴の前群ｅ類の系譜を引

くものと考えられるが，この類は本群をもって終息するようである。また，栗囲式の特徴である頚

部の段が明確なものが見られるようになる。

�群土器

本群も栗囲式の範疇であると考えられるが�群よりは時期が下ると予想される。杯の主体はａ類
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であり，他類は減少傾向にある。住居跡内の組み合わせでも１４３号住居跡では５類と多いが他は２～

３類程度であり，３４号住居跡ではａ類の１類のみである。またａ類は器高が高く体底部の直径が小

さいものから器高が低く体底部の直径が大きいものへ変化していくと考えられる。�群ｃ類で見ら

れた須恵器模倣系統の杯は本群では存在が不明瞭となる。

高杯は脚部を中空とするのものが主体をしめ，本群でも時期の早いものは２種（ａ・ｂ類）のセッ

トが見られるが，下るものは１種になると予想される。

甕は�群同様球胴と長胴の２種がありハケメ調整が主流である。栗囲式では胴部最大径が中央部

ないし肩部にあるとされるが，本遺跡では肩部にあるものは目立たず中央から下半にあるものが目

立っている。

�群土器

本群は国分寺下層式に比定されるものと考えられる。杯は６類が存在し住居跡内の組み合わせで

は北ノ脇１６号住居跡では４類と多いが他は２～３類程度である。ｄ・ｅ類は金属器を模倣したもの

と考えられ本群で出現する。ｆ類の平底杯も本群からの出現であり，須恵器の影響であると考えら

れる。ｂ・ｅ類には法量分化のようすがうかがわれるが，資料数が少ないことから通常的な現象で

あるのかは定かではない。本群で高杯は確認できていない。

甕はハケメ調整の長胴甕は見られなくなり，ナデ調整で口の広いものへと変化している。

�群土器

本群は表杉ノ入式に比定されるものと考えられる。杯はすべてロクロ整形によるもので，大小の

別がある。回転ヘラケズリ調整から手持ちヘラケズリ調整へ移行していくと考えられるが，２２は手

持ちヘラケズリ調整であるが底径と口径の差が少ないことから，時期の早いものと思われる。

甕もすべてロクロ整形である。２６には平行タタキが残っており，須恵器製作技術との関連がうか

がわれる。なお２９は甕というより鍋とすべきものかもしれない。

�群土器

本群も広い意味で表杉ノ入式に比定されるものと考えられるが，前群の杯がみられないことから

別群とした。いわゆる椀皿のセットであり時期の下るものである。本群の甕は確認できていない。

ま と め

本遺跡出土の土師器は舞台式から表杉ノ入式の資料であったが，量的には栗囲式が中心をなすも

のである。各群の新旧は住居跡の重複関係によりある程度確認でき，その関係を示すと以下の通り

である。

７５号住（�群）→４８号住（�Ａ群）→４５号住→４０号住（�群），１２９号住（�Ｂ群）→１３６号住（�

群），１４２号住（�Ｂ群）→１７号土坑（�群），６０号住（�Ｂ群）→３８号住（�群）

このほか少数資料でも数例確認することことができる。

各群の時期については決め手となるものが少ないが，これまでの研究成果からすれば，大まかに
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�・�群が６世紀中葉～後葉，�・�群が７世紀，�群が８世紀，�群が９世紀，�群が１０世紀と

することができると思われる。

なお，土師器には�群土器と�群土器に関東系土器が含まれており７世紀を通して，関東地方と

の交流があったことを知ることができる。 （安 田）

第２節 須 恵 器

本遺跡から出土した須恵器は，古墳時代の集落遺跡からの出土量としては県内で他に例のない多

さであるということができる。ただ，出土状況に良好なものが少ないことから，層位的にそれぞれ

の新旧を見定めるのは困難である。したがってここでは出土須恵器を近接遺跡を含めて通覧し，特

徴を抽出しながら所属時期について考えてみることにしたい。なお杯Ｈ・Ｇの記号は奈文研分類に

したがっている。

�群土器

古墳時代の資料と考えられるものを�群土器とした。

杯Ｈ（図８－１～４３）

図８の杯Ｈ蓋は肩部に稜のあるものａ（１～３），肩部の稜が明確でないものｂ（４～２３），口縁

部が「ハ」の字状に開くものｃ（２４～２７），天井部が平坦なものｄ（２８～３０）を口径の大きいものか

ら並べたものである。

１は山王川原遺跡出土の資料で最も古い様相を呈しており，器形からしてＴＫ２０８～２３型式に相当

するものと考えられる。本報告土師器資料では該期まで遡る資料は出土していないが，隣接する山

王川原・百目木遺跡の土坑資料に該期資料がある。２は少破片で不明部分も多いが，やはり時期の

遡るものと考えられる。３は稜がみられるものの１・２ほどは明瞭ではなく口縁が広がり，胎土が

大粒の白色石を含む独特のものであることから在地あるいは東国産の可能性が高い。時期について

も４以降の杯蓋に比較的近い時期が考えられる。

蓋ｂ（肩部の稜が明確でないもの）は法量から３グループ程度に分けることができる。１グルー

プが４～１５までで口径が１６．５	～１４．２	，２グループが１６～１９までで口径が１３．５	～１２．８	，３グル

ープが２０～２３までで口径が１１．７	～１０．８	である。須恵器編年ではＭＴ１５型式以降杯蓋の法量が大型

化し徐々に縮小していくことが知られており，そのことからすれば１グループから３グループへの

変遷が考えられ，本遺跡でも１グループ７・９の肩部に退化した稜が残っていることから首肯する

ことができる。該期の須恵器杯蓋については近年小森によって再計測作業が行われており（小森：

１９９８），それを参考にするならば概ね１グループがＴＫ４３型式，２グループがＴＫ２０９型式，３グルー

プがＴＫ２１７型式にあてることができると思われる。

蓋ｃ（口縁部が「ハ」の字状に開くもの）は関東地方の在地産須恵器の特徴という指摘があり，６
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図８ 須恵器�群（１）
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１　遺構外�

２　山ＳＤ０１� ３　ＳＨ０１�

４　ＳＩ４３� ５　ＳＩ０１�

６　ＳＩ２８�

７　ＳＨ０１�

８　ＳＩ１４３�

９　ＳＩ１００�

世紀から出現するとされている。ただし，本遺跡資料は口径が縮小傾向にありやはり７世紀代の時

期が考えられる。口径が１０	以下まで縮小した栃木県南高岡窯（梁木：１９８７）の類似資料は飛鳥�

にあてられており（服部：１９９５），本資料も近い時期が考えられる。

蓋ｄ（天井部が平坦なもの）は２８・２９に類似する資料がＴＫ４８窯出土資料で杯とされるものにあ

る。７世紀後半の時期が考えられる。

杯Ｈ身も蓋と同様に口径の大きいものから並べている。３１～３４は蓋ｂ１グループに対応すると思

われ，底部に回転ヘラケズリを施すものと手持ちヘラケズリを施すものの２種がある。両者は胎土

の違いから産地が異なることが知られ，調整の違いは産地の特徴であり時期の違いではないように

思われる。３５・３６は小破片資料であり口径が不明確であるが，３５は全体のシャープさ，３６は胎土と器

形が３４と同等であることから両者とも３１～３４のグループに入ると考えられる。

３７～４０は法量から蓋ｂ２グループに対応すると思われ，胎土分析では１９・３７が同じグループとされ

ている。先のグループに比べ器高が低く浅くなっていることを知ることができる。なお，４０は底部

が扁平となるもので口縁部の作りが３４に似るなどの点で他の３点とはやや異質である。器形の近似

した資料は埼玉県舞台遺跡１号住居跡にみることができる。舞台遺跡では肩部に稜のある蓋を伴なっ

ており，本遺跡の３の蓋に近い。３と４０は同じ胎土であり，組み合うとすれば舞台遺跡の類例とす

ることができる。舞台遺跡資料は６世紀末とされており（酒井：１９８９），そのことからすると４０だけ

は３１～３４のグループに入る可能性がある。なお，胎土分析では３・３３・３４・４０は同じグループである。

４１・４２は胎土・法量・出土位置から蓋ｃと組み合う可能性が極めて高く，したがって関東の影響

下にある製品と考えることができる。

このようにみてくると蓋ｂ３グループに組み合う杯Ｈ身が不明確となるが，蓋ｂ３グループは口

縁部が立ち上がる傾向のものが多いことから，杯として使用された可能性があると思われる。

図９ 須恵器�群（２）
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杯Ｇ（図８－４４～５５）

４４～４６は蓋であるが，４６については壺類の蓋の可能性も考えられる。４４・４５は破片であるがカエリ

の突起が蓋の端部より飛び出さないものである。４４の天井部には手持ちヘラケズリが施されており，

やはり関東的な特徴であると考えられる。４７～５５は杯Ｇ身で口径は１０	～１１．６	の中に収まっている。

回転ヘラケズリ（４７）・手持ちヘラケズリ（４９・５１～５５）・未調整（４８）のものがあるが，それが時期

差を表すのかは不明である。むしろ杯Ｈ同様手持ちヘラケズリは関東的特長とすべきと思われる。

なお４４は１号溝で杯Ｈ蓋ｃと杯身４２ともに出土しており，杯Ｈと杯Ｇの同時存在が予想されるが層

位的には確証不足である。時期については杯ＧがＴＫ２１７～４６型式に存続の中心を持つものであるこ

とから総じてその頃にあてておきたい。

盤（図８－５６～５９）

盤皿は田辺編年（田辺：１９６６）によれば�期後半に出現する器種であり，�期以降定量化すると

されるものであるが，図示したような大型の盤はＴＫ２１７型式あたりから目立つようである。福島県

内の窯跡資料でも相馬市の善光寺窯跡群でＴＫ２１７型式に平行すると考えられる善光寺２型式の窯か

ら出土しており，また原町市鳥打沢Ａ遺跡ではＴＫ４６型式に比定される１号窯からの出土が知られ

ている。当遺跡出土の盤も両型式の頃が考えられる。

高杯（図８－６０～７５）

高杯は有蓋のものと無蓋の２種が認められる。有蓋の６０は山王川原遺跡８号住居跡から出土した

完品である。杯部の器形と三方透かしであることからＴＫ４３型式が考えられるが，ＴＫ２０９型式にも

遺存する特徴であることからやや幅を持って考えたい。無蓋高杯は杯部（６３～６７・６８）だけでも数

種認められるが，いずれも櫛工具などによる装飾が施されていないことからＴＫ２０９型式の範ちゅう

と思われる。ただし脚部には装飾のあるもの（７３～７５）が存在し，透かしも上下段でそろわないな

どＴＫ１０型式まで遡る特徴を有すものが存在する。

�（図８－７６～８２）

７６は百目木遺跡１８号土坑の出土品である。特徴から５世紀後半が考えられ，当高木遺跡では同時

期の住居跡は見当たらないが，１の蓋とあわせて近辺に当該時期の営みが予想される。他は１個が

１種という状況でバラエティーがあるが特徴からやはりＴＫ４３～ＴＫ２０９型式のものと考えられる。

ただし装飾のあるものや口縁部内面に段があり端部のつくりが鋭いことなどからするとＴＫ４３型式

の特徴が色濃いと思われる。

壺・瓶類（図８－８３～８８，図９－２・３）

壺・瓶類には短頸の広口壺（８４）・広口壺（８５・３）・横瓶（８６）・提瓶（８７・８８）・長頸壺？（２）な

どがみられる。提瓶と横瓶は田辺編年�期の特徴的な器種であるが，８５の広口壺は検討の結果，湖

西窯産との見解を得ており，その見地からすると８４～８８は湖西窯産ではないが西笠子６４号窯跡の調

査で出土した資料または同期とされる資料中に類似品が確認される。西笠子６４号は概ねＴＫ４３型式

に比定されている。湖西産の須恵器は７世紀中葉から８世紀前半にかけて関東地方に多量に供給さ
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れたことが知られているが，本例はそれよりやや早い段階の搬入例になると思われる。

甕（図９－４～９）

甕は遺構内外から破片で約５００点程出土しているが，すべてについて時期を見極めることは困難で，

図 には土師器�～�群土器と共伴した代表的なものを示した。特徴的なことは口縁部資料におい

て櫛歯の密な波状文と口端部や内面に波状文を施すものが見られることである。

�群土器

奈良時代以降と考えられるものを�群土器とした。

杯（図１０－１～７）

杯はロクロからの切り離しに糸切りのものが目立ち，５～７は静止糸切り，２は回転糸切りの可

能性が高い。再調整は手持ちヘラケズリと回転ヘラケズリがあるが手持ちヘラケズリは底部周縁，

回転ヘラケズリは体部下端から底部全面に施されている。静止糸切りは年代決定資料の多い多賀城

近辺では８世紀前半でも中頃に近い時期に認められる例が多く，福島県内でもその頃に比定される

大木戸窯跡などで認められる。おそらく当資料もその頃の年代が推定される。回転ヘラケズリにつ

いては福島県内では８世紀前半と考えられる窯跡資料に認められるものであることから，静止糸切

りのグループとそれほど時期差のないものと考えられる。

高台杯（図１０－８～１７）

高台杯においても底部に静止糸切りを残すものが多く（１０・１５・１６・１７），杯と同様の時期が推定

される。８は器形や細部の作りなどから県内の窯跡資料にはあまり見られないもので，同一住居跡

の９も底の形態から湖西産と考える向きがある。時期としては８世紀のものと考えられるが搬入品

の可能性が高い。１１・１２は金属器を意識した器形であり，やはり８世紀代が推定される。１３は高台

杯というよりは，脚杯の�のような器形も考えられ，そうであれば７世紀まで遡る可能性を有して

いる。

蓋（図１０－１８～２９）

大半が高台杯の蓋と考えられるが，２９は壺類の蓋と思われる。２５以外は天井部の回転ヘラケズリ

が広い範囲に及んでおり，器高が低めで比較的直線的に広がることから８世紀以前のものと推定さ

れる。特に１８は端正な宝珠つまみであり古い要素を有している。２５は陣笠形に近いことを考え合わ

せてやや時期の下るものと思われる。

瓶・鉢・壺・甕（図１０－３０～４８）

３０～３６は長頸瓶と考えられる。３２・３３は会津大戸窯の製品と推定されており，高台などの形状から

すると３０・３１とあわせて９世紀代の時期が考えられる。３４は伴出する須恵器杯から８世紀の遺物と

考えられる。３５・３６は小型品で水瓶などの可能性があるが時期とあわせて定かではない。３７～３９は鉢

と考えられ３７は伴出する須恵器高台杯から８世紀の遺物と考えられる。３８・３９は不明である。４０は短

頸壺であるが肩の張り具合からして８世紀代の時期が推定される。甕は中型・大型があり伴出遺物
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１　北ＳＩ１０� ２　遺構外� ３　北遺構外� ４　北遺構外�

５　北ＳＩ１７� ６　遺構外� ７　北ＳＩ１０�

８　北ＳＩ１６�

９　北ＳＩ１６� １０　遺構外�

１１　北遺構外�

１２　北遺構外�

１３　遺構外�

１４　遺構外�

１５　北遺構外�

１６　北ＳＩ１７�

１７　ＳＩ２５�

１８　ＳＩ１３７� １９　ＳＩ６２� ２０　北遺構外� ２１　北遺構外� ２２　遺構外�

２３　遺構外� ２４　ＳＩ８１� ２５　北遺構外� ２６　北遺構外� ２７　遺構外�

２８　ＳＩ４９�

２９　ＳＩ１９３�

３０　遺構外�

３１　遺構外�

３２　ＳＩ１２�

３３　ＳＩ１２�

３４　北ＳＩ１０�

３５　北遺構外�

３６　北遺構外�

３７　北ＳＩ１６�

３８　北ＳＩ２７�

３９　北ＳＩ２７�

４０　北遺構外�

４１　ＳＩ１００� ４２　北ＳＩ１０�

４３　遺構外�

４４　北ＳＩ１０�

４５　北ＳＩ１０�

４６　北遺構外�

４７　北ＳＩ１０�

４８　北遺構外�

図１０ 須恵器�群
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から８世紀代が考えられるのが４２・４４・４５・４７である。いずれも口縁部の装飾は見られず胴部にはタ

タキが認められる。胴部にタタキが見られずロクロナデのみのものも見られるが器形的には近似す

ると思われる。４６は大型であるがやはり口縁部の装飾がないことや口端部の形態から８世紀以降の

ものと考えられる。

土師器と須恵器の共伴関係

前項で土師器と須恵器の特徴などについて述べたが，ここでは遺構内における両者の共伴資料に

ついて若干の検討をしてみることにしたい。なお，共伴資料はできるだけ住居跡床面資料などの確

実性の高いものを扱うことにした。

１～４は百目木遺跡１８号土坑の資料である。５世紀後半と推定される�と南小泉式と考えられる

土師器甕・土師器の�模倣品が共伴している。これまでの南小泉式の年代的位置付けと矛盾するも

のではなく，祭祀などに関わり一括廃棄（埋納？）されたものと思われる。

次に土師器�群土器から�土器までの須恵器との共伴例を列記すると以下のようになる。５～７

は北ノ脇遺跡４１号住居跡の資料で前項でＴＫ４３型式に比定した杯身と土師器�Ｂ群土器が共伴して

いる。８～１０は高木遺跡９号住居跡の資料でＴＫ４３型式以前と考えた杯蓋と土師器�Ｂ群土器が共

伴している。１１～１８は高木遺跡１４２号住居跡の資料でＴＫ４３型式と考えた杯蓋と土師器�Ｂ群土器が

共伴している。１９～２６は百目木遺跡５９号住居跡の資料でＴＫ４３型式（１９～２１）と考えた杯蓋・ＴＫ２１７

～４６型式（２２）と考えた杯蓋が土師器�群土器と共伴している。２７～２９は百目木遺跡３７号住居跡の資

料でＴＫ４３型式と考えた杯蓋と土師器�群土器が共伴している。３０～３９は山王川原２号住居跡の資

料で地域色が強く６世紀末まで遡る可能性を有す須恵器杯身と�～�群土器の特徴を有す土師器が

共伴している。４０～４９は山王川原８号住居跡の資料でＴＫ４３～２０９型式と考えた有蓋高杯と土師器�

群土器が共伴している。５０～５２は百目木遺跡１０号住居跡の資料でＴＫ２１７～４６型式と考えた杯Ｇ身と

�あるいは�群土器と共伴している。５３～５８は高木遺跡８２号住居跡の資料でＴＫ４８型式頃と考えた杯

蓋と土師器�群土器が共伴している。

以上の例ではＴＫ４３型式と考えた須恵器が�Ｂ～�群土器と共伴し，ＴＫ２０９～４８型式と考えた須

恵器が�群土器と共伴しているということができる。検討が必要と思われるのはＴＫ４３型式の共伴

期間が長いことであるが，百目木遺跡５９号住居跡例に示した４点の須恵器が同時期のものと判断し

にくい点を考えると古いものがそれほど長い期間ではないが伝世したと推定するのが自然であろう。

したがって少数の須恵器をもって土師器各群の位置付けを行うのは正確さにやや欠けるが，当遺跡

の場合，大づかみな流れを考える上ではそれほど大きな矛盾は見られない共伴例であるように思わ

れる。

次に�群須恵器の共伴例は次の通りである。５９・６０は北ノ脇遺跡１７号住居跡の資料で８世紀前半

と考えた杯と土師器�群土器が共伴している。６１～６７は北ノ脇遺跡６１号住居跡の資料で８世紀前半

と考えた杯と土師器�群土器が共伴している。６８～７３は北ノ脇遺跡１６号住居跡の資料で８世紀と考
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図１１ 須恵器と土師器の共伴例
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えた高台杯と土師器�群土器が共伴している。３例とも国分寺下層式と考えられる土師器資料との

共伴であり，これまでの年代的位置付けと矛盾のない良好な資料と思われる。 （安 田）

第３節 集落の変遷

この節では，本章の第１・２節で分類された土器群を基準としながら，竪穴住居跡を中心とした

集落の変遷について検討していきたい。

今回，発掘調査が行われた�区工期からは，古墳時代後期から平安時代にかけての竪穴住居跡を

著しく重複した状態で検出した。検出数は，高木遺跡では１７２軒，北ノ脇遺跡では４２軒となり，両遺

跡をあわせた調査面積１２，４５０
から２１４軒の住居跡が検出され，約６０
に１軒の割合で存在している。

高木遺跡の河川に面した部分では，堆積層序が大きく乱れていて遺構の検出ができなかった範囲も

あるため，実際の比率はもう少し高かったものとみられる。このことは，一般の集落遺跡での竪穴

住居跡が数１００
につき１～２軒の割合であることと比べても，かなり特異な状況であったことが理

解できる。

このように高木・北ノ脇遺跡は，阿武隈川右岸の自然堤防上に営まれた大集落で，出土遺物から

は７世紀を中心とした時期に最も発展していることがうかがえる。また，同じ阿武隈川右岸の自然

堤防上には，両遺跡の北に山王川原遺跡，南に百目木・原遺跡が位置し，各遺跡で行われた発掘調

査の成果〔註１〕からも高木・北ノ脇遺跡と同様の状況を示している。それら５遺跡は，字名によっ

て区切られてはいるものの，実際はひとつづきの集落遺跡である。阿武隈川に平行して延びる自然

堤防は，山王川原遺跡から原遺跡までの約２ｋｍにわたって延びており，集落はその広範な範囲に

継続して営まれているのである。

阿武隈川右岸に営まれた一連の集落遺跡に関しては，各遺跡の調査成果をもとに相互の比較検討

を加えるべきであるが，ここでは他の遺跡を検討する準備ができていない。そのため，本報告で扱

われている高木・北ノ脇遺跡の調査成果から，その範囲においての集落の傾向と消長について考え

てみたいと思う。高木遺跡の一帯は，集落の一部を大溝で区画し，大溝と東側の湿地を利用した水

辺の祭祀が行われているなど，集落の中心となる役割を果たしていたことが推測でき，右岸に営ま

れた集落を特徴づける一側面が捉えられるものとみられる。

本章の第１・２節では土器群を�～�群に分類している。そこで，分類された土器群を基準とし，

対応する時期区分をそれぞれ�～�期と称して，それぞれの時期ごとに竪穴住居跡を中心とした遺

構から集落の変遷を追っていくことにする。しかし，検出された竪穴住居跡の数は多いが，遺構検

出が困難であったことや，同じところに複数の住居跡が幾重にも重複することから，必ずしも個々

の住居跡の残りは良くない。そのような条件では，出土遺物も乏しい場合が少なくなかった。原則

としては床面出土の遺物を基準として時期の設定を行ったが，そのような材料に乏しくても，集落
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図１２ 集落変遷図（１）
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Ⅰ期�

Ⅱ期�

Ⅲ期�

Ⅳ期�

Ⅴ期�

Ⅵ期�

北カマド� 西カマド� 南カマド� 東カマド�

の傾向を把握するために重複関係から判断

した場合もある。

また，集落のある時期には，その一部を

区画する大溝が巡っており，集落の大きな

特徴となっている。集落の変遷とあわせて，

大溝の時期や機能についても考えていきた

い。

�～�期の住居跡の分布状況は，図１２・

１３に「集落変遷図」として時期ごとの竪穴

住居跡の配置図を作成した。大溝との位置

関係を検討するため，集落を区画する１・

２・５号溝跡については全時期に図示して

いるが，機能していたと推察される時期に

は住居跡と同じ網点で表現した。また，重

複状況が判断できるものに関しては，（旧）

→（新）の方向に矢印を付けている。竪穴住居跡と大溝以外の遺構は配置図から除いているが，�

期については調査区北部から検出したピット群の範囲も図示している。

［時期区分］

��期・・・・・・・・�群土器 （舞台式期・住社式古段階）

��期・・・・・・・・�Ａ・Ｂ群土器（住社式新段階）

��期・・・・・・・・�群土器 （栗囲式期前葉）

��期・・・・・・・・�群土器 （栗囲式期中葉～後葉）

	
期・・・・・・・・
群土器 （国分寺下層式期）

��期・・・・・・・・�群土器 （表杉ノ入式期）

�期・・・・・・・・�群土器 （１０世紀代）

�期

調査区内では，高木遺跡にのみ６軒の竪穴住居跡（ＳＩ０２・７５・９４・１２２・１６９・１７０）が舞台式

期頃の住居跡として検出できた。そのうちの１７０号住居跡は，カマドの対面に古墳時代中・後期の

住居跡にみられる張り出しピットがあり，そこから舞台式期としても可能な土師器杯が出土してい

ることから�期に区分した。しかし，調査区内では他に張り出しピットのある例は認められなかっ

た。

図１４ カマド位置
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それらの住居跡は，１・２・５号溝跡で区画される内側に位置し，その中心から弧状に配置され

ているようにも見受けられる。この一帯は，大雨によって度々冠水などの被害を受けていたことが

推測され，自然堤防上でも最も標高が高く，水はけの良い居住に適した場所を選択して営まれたも

のとみられる。

１６９号住居跡は一辺約１２ｍと，他時期の住居跡の中でも群を抜いて長大であるが，他の住居跡は一

辺約４～６ｍの標準的な大きさである。９４・１２２号住居跡が軸を揃えて並列するため建て替えの可能

性も考えられるが，６軒の住居跡は同時期に機能していた集落とみられる。１軒の大型住居跡と数

軒の住居跡で構成されている。

住居跡の主軸は，９４・１２２号住居跡が南北ラインに一致させており，他は阿武隈川の流路方向に合

わせた傾きとなっている。カマドは２号住居跡からは検出できなかったが，他の住居跡は西周壁か

北周壁かに付設していた。主軸の傾きごとにカマド位置が異なっており，南北ラインに一致する９４

・１２２号住居跡は北カマドで，他の住居跡は西カマドであった。１７０号住居跡の張り出しピット以外

には，他に付属施設などで目立った特徴のあるものは無かった。

�期

出土遺物は�Ａ群と�Ｂ群とに分類され，舞台式期から栗囲式期への移行期にあたっている。し

かし，出土遺物が乏しい住居跡では判断材料に欠けるため，遺構の時期は細分せずに同時期として

扱うことにする。

�期の住居跡は調査区内から２０数軒の竪穴住居跡を検出し，前段階と同様に水はけの良い居住に

適したところを選択して造られているようである。しかし，集落の範囲は，調査区南側を巡る大溝

跡から高木遺跡の北端付近までと，住居跡の増加に伴い�期に比べて南北に広がりをみせている。

集落は，遺物の細分とも一致するように，重複関係からも大きく２時期に区分できるようである。

住居跡は，一辺約８ｍ前後の大型住居跡（ＳＩ６９・１０４・１２９・１４２・１５５等）と一辺約５～６ｍの中

型の住居跡，それよりも小型のものとに分けることができる。土器群と同じように２時期とすると，

ひとつの時期は大型住居跡２～３軒と中型住居跡など１０軒程度で構成されることになろう。住居跡

の軸方向は，全体的に河川の流路方向に合わせているものが多く，�期の中でも初期の住居跡にそ

の傾向が強い。カマドは，はじめは�期にみられたように西周壁からも検出できたが，大半は北周

壁に付設している。主軸方向とカマド位置から，特に�期の初め頃のものについては，�期よりも

�期のほうが規格的に造られているようである。

住居跡の構造等には大きな変化はないが，他の時期に比べるとカマド周囲から貯蔵穴が検出でき

た例が多い。また，�Ｂ群土器の時期にあたると考えられる後出する住居跡は，カマドが南周壁に

付設する傾向が認められる。�Ｂ群土器が出土した１４２号住居跡は大型で遺存状態が良く，間仕切り

まで確認できた住居跡である。その廃絶以降，その周囲に執拗な建て替えが行われるが，カマドが

検出できた位置は１４２号住居跡も含めてすべて南周壁からであった。
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土器群の時期区分に反映するように，�期の後半に転換期を求めるとすれば，住居跡の軸方向が

ばらつき，南カマドが出現するなどして住居跡の規格性が崩れたときであろう。１４２号住居跡周辺の

著しい建て替えなどもその現れかもしれない。�期を通して，基本的には大型住居跡と数軒の一般

的な住居跡とで構成される小さなまとまりがあり，それらが幾つか集まって集落を形成している。

例えば，南側を巡る１・５号溝跡の北側に位置する住居跡の一群は，重複関係と軸方向，カマドの

位置から２～３軒ずつの３変遷が辿れ，�期後半とみられる南カマドの住居跡は３変遷目にあたる。

そのまとまりでは�期を通して営まれ続けているようである。

�期の集落と大溝跡との関係は不明である。２号溝跡以北にも�期の住居跡は広がっているにも

かかわらず，大溝跡とは重複するものは無かった。大溝の巡る範囲からは，�期に限らず住居跡の

分布状況は希薄である。

�期

この時期は栗囲式期の前葉頃にあたり，検出した竪穴住居跡は約６０軒が数えられ，集落が飛躍的

に発展している。それらは調査区内の北側へも広がっており，北ノ脇遺跡の範囲からも�期と考え

られる住居跡を検出している。�・�期までは大溝の区画内に集中していたが，�期以降はそのよ

うな傾向は認められず，自然堤防全体に広がっている。住居跡どうしの重複関係からは，�期の集

落は大きく２変遷が認められる。そして，集落の南側に巡る２条の大溝のうち，北に位置する５号

溝跡の堆積土中からは�期の住居跡を検出しており，この溝跡は�期以前には築かれており，機能

を停止している。

住居跡の大きさは，一辺約７ｍ以上の大型の住居跡（ＳＩ１８・３６・５３・１００・１３１・１５１，北ノ脇Ｓ

Ｉ３７等），一辺約５～６ｍの中型の住居跡，一辺約４ｍ前後の小型の住居跡とに分かれる。�期と大

型住居跡の数はあまり変わらないが，重複する住居跡どうしでは後出するものに多い。それ以外の

一般的な住居跡は，�期よりも小型化している。�期の集落を２変遷とすれば，大型住居跡は同時

に２～５軒が併存しており，ひとつのまとまりは１軒の大型住居跡と５～１０軒ほどの小・中型の住

居跡で構成されていたようである。

住居跡の大半は，主軸を河川の流路方向に合わせて造られているが，南北ラインに合わせている

ものが，重複関係の判断できるものの中では後出するものに存在する。特に２号溝跡の北側に位置

する住居跡の一群が顕著で，１８号住居跡を中心としたまとまりに認められる。それらの中には円面

硯を出土した８７号住居跡があり，他の遺構とは重複しないが，軸方向が一致するため�期でも後出

するものと考えられる。

カマドは，�期とは異なり西周壁に付設するものが多く，次いで北周壁に付設しており，検出数

の主体となっている。このような傾向は�期まで続いている。また，�・�期には南カマドが認め

られるが，重複関係からは�期でも後出するもので，�期後半から継続するものではない。その他

に住居跡の構造などに大きな変化は無いが，この時期までのカマドの煙出しは住居跡の外側に長く
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延びているものが多い。それは遺構がＬ�まで掘り込まれていることが多く、検出状況の違いによ

るものかもしれない。

�期までの集落と大溝との関係を判断できる材料は乏しいが，�期のある時期には５号溝跡が築

かれている。５号溝跡は，１・２号溝跡と比べるとやや規模が小さいが，１号溝跡と平行するよう

に巡っており，１号溝跡に先行して造られた同じ用途のものと考えられる。５号溝跡の堆積土中か

らは�期でも後出する１５８号住居跡を検出し，堆積土中からは�群土器を中心とした遺物が出土した

ことから，少なくとも�期には機能していたようである。５号溝跡と対応するような北側の溝跡は

確認できなかった。

集落内では，円面硯や耳環などが出土した住居跡も存在するが，特別な住居跡というものではな

い。

�期

この時期は栗囲式期の中葉から後葉頃にあたり，検出した竪穴住居跡は�期とほとんど変わらず

約６０軒が数えられる。この時期の住居跡は，堆積土との識別が困難であったＬ�中に造られること

が多く，実際はもう少し多かったものとみられる。�期の集落を継続しながら，さらに発展させて

おり，住居跡は調査区全体に広がっている。�期の住居跡も，重複関係から大きく２変遷として捉

えることができる。それらの住居跡の一部を大溝で区画しており，大溝跡と東側の後背湿地では大

がかりな水辺の祭祀が行われている。

住居跡の大きさは，一辺約７ｍ以上の大型の住居跡（ＳＩ３１・４９・１３８・１４３・１４８，北ノ脇ＳＩ３

・２４・３３等），一辺約５～６ｍの中型の住居跡，一辺約４ｍ前後の小型の住居跡とに分かれる。大型

住居跡の数は，�・�期とそれほど変わっていない。それ以外の住居跡の大きさは，�期では小型

の住居跡が主体であったが，�期では中型のものが増加し，小型住居跡とは１：１の比率となる。

�期の集落を２変遷とすれば，大型住居跡は同時に約４，５軒が併存しており，その周囲に数軒の

住居跡が配置されていたものとみられる。

住居跡は，全体的に河川の流路方向に合わせて造られている。カマドは，西周壁に付設されるも

のが多く，西カマドと北カマドの割合は�期とほぼ同じであるが，南カマドはほとんど認められな

い。住居跡の傾きやカマドの位置は，１軒の大型住居跡を中心としたまとまりごとに制約が認めら

れる。例えば，調査区北端の住居跡の一群は，新旧の遺構ごとに傾きとカマド位置が一致している。

一方，南側の大溝の北に位置する一群は，新旧関係で変化は認められない。その他に住居跡の構造

などに大きな変化は無いが，検出できた層序との関係からか，全体的にあまり深く掘り込むものが

少ない。そのためか，カマドの煙道も確認できたものが少なかった。

１・２号溝跡からは�群土器を中心とした遺物が出土しており，それらの大溝跡と東側の後背湿

地では土器を多用した祭祀跡が確認されている。大溝は南側と北側とに築かれ，平行して河川側か

ら東側への湿地へと延び，集落の一部に巡らされている。南北の大溝に区画された内側と外側とで

は，住居跡どうしに大きな違いは認められない。しかし，１号溝跡のすぐ北に位置する１４３・１４４号
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住居跡は，調査区内から検出できた住居跡の中でも有数の遺物量が出土しており，周囲には比較的

大きな住居跡が多い。

�期の住居跡から出土した特徴的な遺物としては，１４３号住居跡から出土した刀剣類の鍔が挙げら

れ，１号溝跡からも祭祀に使用されたものとみられる武具類が出土していることから興味深い。


期

この時期は国分寺下層式期にあたり，竪穴住居跡約２０軒を検出した。住居跡は，南側の大溝から

調査区北端まで検出できたが，調査区北側の北ノ脇遺跡の範囲に集中する。それより南に位置する

ものは，適度な間隔をあけて３～４軒ずつが３カ所にまとまっている。住居跡の重複関係から少な

くとも２変遷が辿れるが，大部分は国分寺下層式期でも前半のものである。この後半には竪穴住居

跡の検出数は激減し，それと代替するように，北ノ脇遺跡の範囲にあたるＯ１８グリッド付近からは，

多数のピット群を検出している。

この時期の住居跡は，一辺約７ｍを越えるものは北ノ脇遺跡の１０号住居跡だけで，他は１辺約３

～６ｍに収まる。大きさは３～４ｍの小型のものと，５～６ｍの中型のものとがあり，その比率は

１：２である。主軸方向はおよそ流路方向に一致しており，カマドは西周壁に付設するものが主流

となる。住居跡の付属施設などに，他の時期との差は認められない。

集落は，基本的には前段階からの継続として捉えられるが，高木遺跡から北ノ脇遺跡へと中心部

分が移っている。そのため，この時期には完全に大溝跡は機能を停止していると考えられる。その

集落も，調査区内では�期の後半の竪穴住居跡がほとんど検出できないため，一時的に断絶するよ

うである。しかし，ピット群が検出できたことから，この時期には調査区北端では掘立柱建物が建

てられていたことが推測される。ピットどうしが重複することから建物跡も数変遷が辿れるようで

あるが，周囲の出土遺物を考慮しても，�期後半に収まるものと考えられる。

�期

この時期は表杉ノ入式期にあたり，平安時代の初め頃と考えられる住居跡７軒を検出した。住居

跡の数としては�期と変わらないが，住居跡どうしにはやや時間差があるようである。それらは調

査区北半に適当な距離を置いて散在している。自然堤防の東側の後背湿地では水稲耕作が行われて

いたものと考えられ，古墳時代の遺物包含層の上層からは耕作痕とみられる畝状遺構も検出されて

いる。また，河川側からは鍛冶跡も検出できた。

住居跡の大きさは，長軸約６ｍの２３号住居跡を除き，どの住居跡も１辺約４ｍ前後の小型のもの

で，正方形である。住居跡の主軸方向は南北ラインに沿うものが多いが，８・１２号住居跡は河川の

流路方向に傾いて隣接することから，同時期に併存していたものとみられる。カマドは，６軒中３

軒が北周壁に付設されていた。

住居跡は重複しないが，出土遺物からは多少の前後関係が認められ，北ノ脇遺跡から検出した７
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・２５号住居跡は他のものよりも先行するようである。�期の集落は後背湿地側の水田に面したとこ

ろに立地した，ひとつのまとまりが２～３軒程度の小規模のものである。

�群土器は遺物が認められるものの，この時期の遺構は竪穴住居跡に限らず検出できなかった。

古墳時代から続いた集落は，�期を最後に終焉を迎えるようである。

１・２・５号溝跡

集落を区画したと考えられる大溝は，北側に位置する２号溝跡と，南側に位置する１・５号溝跡

である。１・５号溝跡は東側が調査区外となるが，２号溝跡は約７０ｍの長さを検出し，阿武隈川の

氾濫源から蛇行しつつ東側の後背湿地へと延びており，後背湿地へつながる部分では区画された内

側に向かって内湾している。３条の溝跡は，集落の中心部分を意識しながら，河川から後背湿地へ

と自然堤防を分断して巡っているものと考えられる。南側の１・５号溝跡と北側の２号溝跡との距

離は約１１０ｍを測る。１・５号溝跡は浅い沢状の地形を選択しているが，２号溝跡は調査区内の最も

標高の高い部分に築かれている。

溝跡は，１・２号溝跡は上端で幅約５～６ｍ，深さ約１ｍ前後と同規模であるため，２条の溝跡

は対になっていたものと考えられるが，５号溝跡は上端で幅約３～４ｍ，深さ約７０～８０ｍと規模が

小さく，１号溝跡の北側に平行して延びている。断面は逆台形で，堆積土には人為的堆積の様相は

認められなかった。大溝と後背湿地では祭祀関連の遺構を確認しているが，その祭祀跡は大溝の底

面と，埋没が進んでからのものとを検出している。

堆積土中の出土遺物は，５号溝跡には�群土器，１・２号溝跡には�群土器が中心であった。１

・５号溝跡との関係は，５号溝跡の堆積土中からは�期でも後出すると考えられる住居跡を検出し

ていることから，５号溝跡が先行して築かれている。また，２号溝跡は�期でも後出すると考えら

れる住居跡を掘り込んでいるため，対となる１・２号溝跡は�期以降に築かれている。それぞれの

溝跡が機能していた時期は，５号溝跡は�期を下限に，１・２号溝跡は�期を上限とした�期以降

に求められる。

１・２号溝跡は，埋没の過程で行われた祭祀跡も栗囲式期に収まり，後背湿地で行われた祭祀跡

の時期とも一致することから，�期の集落に巡らされていたものと考えられる。そして，５号溝跡

は出土遺物も少ないことから，�期の集落の限られた期間のみに存在し，１号溝跡に替わられてい

る。５号溝跡の対になる北側の溝跡は確認できなかったが，１・２号溝跡との関係からも北側には

同時期の溝跡が配置されていたものと考えられ，２号溝跡は拡張された可能性が考えられる。集落

を区画する大溝は，集落の発展とともに�期に出現し，�期に拡張して，�期以降は機能を停止し

ている。

このように調査区内からは，�～�群土器の時期に相当する�～�期の住居跡を検出し，古墳時

代後期から平安時代初めごろにかけて継続的に集落が営まれていた様子がうかがわれる。しかし，
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�期後半になると竪穴住居跡がほとんど検出できず，替わって調査区北部には掘建柱建物が建てら

れていたようであり，�期から�期へとは直接的にはつながらないようである。�期の集落には，

�期以前に認められた大型住居跡を含んでおらず，２～３軒程度の小型の住居跡で構成されている。

この時期の集落数は増加するものの小規模化する傾向があり，�期の集落は当時の一般的な在り方

を示している。そのため，�期前半までの集落の在り方とは様相が異なっている。

�期に出現した集落も，この時期の一般的な在り方を示し〔註２〕，１軒の大型住居跡を含んだ数

軒の住居跡で構成されている。�～�期までの集落を概観すると，大型住居跡は�期までは一定の

割合を占めており，その周囲には数軒の小・中型の住居跡が配置されている。集落は，そのような

まとまりを最小単位として構成されている。�期以降の集落は，�期に比べると何倍にも住居跡数

が膨れあがっているが，基本的には�期の集落の在り方を発展させたもので，その単位集団〔註３〕

が複数となって同時期に併存し，集落を形成しているのである。そして，�期までの段階では，そ

れぞれの単位集団どうしの差別化はほとんど無かったものとみられる。

しかし，�・�期になると集落には大溝が巡り，その一部を区画するようになる。大溝は約１１０ｍ

離れた南北に配置され，阿武隈川の氾濫源から後背湿地へと東西に延びている。南側と北側の大溝

に挟まれた範囲は，西側は河川で，東側は湿地となっており，自然地形を利用した広義の環濠集落

〔註４〕とも呼べそうである。大溝で区画される内側と外側とでは明瞭な違いは認められないが，

集落が自然堤防全体に拡張する過程で，中心的な役割を果たした単位集団が存在したことが考えら

れる。

�期には，大溝と後背湿地とで水辺を意識して行われた祭祀跡を検出しており，集落内ではその

ような大がかりな祭りを行うだけの統括者あるいは集団が必要であったと考えられる。�期では，

区画された内側の１４３号住居跡を中心とした範囲に，住居跡が軸を一にして並列しており，他の住居

跡を卓越する量の遺物が出土している。その１４３号住居跡からは刀剣類の一部が出土しており，祭祀

跡からも武具類が出土することから，あるいは中心的な役割を担っていたのかもしれない。前段階

の�期ではあまり顕著ではないが，�期の後半にも１４２号住居跡の周囲にはそのような傾向が認めら

れる。

しかし，そのような集落も�期には中心部が高木地区から調査区以北の北ノ脇地区へと移ってお

り，�期後半には掘立柱建物が出現する。この時期にあたる８世紀後半には，福島県内でも掘立柱

建物跡が検出され始める時期で，竪穴住居跡で構成される住居跡群からは大型のものが消失してく

る。そのような集落の変化は，「墾田永世私財法」に示される律令制的土地所有制度の変質に伴い，

伝統的家族の没落と新たな階層の台頭という集落内における階層分化が生じた（木本；１９８５）とも

指摘されるが，調査区内でもそのような傾向と一致してくるのかもしれない。

阿武隈川右岸築堤関連の発掘調査では，遺跡群の約７０％を発掘調査し，６００軒を越える竪穴住居跡

を検出している。そして，本調査区内から検出した住居跡の８割が移行期を含めた栗囲式期のもの
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で，今回の時期区分では�～�期にあたる。この時期は，古墳時代の第三の画期（辻；１９９０）を包

括しており，土器の型式からは生活様式の変化が認められ，墓制には横穴式石室や横穴が導入され

るなど，東北地方南部の社会は大きく変容している。

そのような社会背景のもと，阿武隈川右岸の自然堤防上では継続的に集落が営まれている。�～

�期の集落の膨脹は，自然堤防一帯に大規模な移住が行われた結果と考えられ，住居跡や出土遺物

の中には他地域の影響が認められるものもある。例えば，出土遺物には関東地方の鬼高系や真間系

が混入〔註５〕しており，カマドには関東地方に特徴的なもの〔註６〕が認められる。これらから，

関東地方の人々が何らかの形で関わっていたことが想定され，右岸地区への移住計画は広範に影響

力を持つ畿内政権の介在が無ければ考えられない。自然堤防の一帯は必ずしも居住に適してはおら

ず，集落は度々冠水して洪水砂で埋まりながらも長期にわたって営まれており，それなりの強制力

があったものとみられる。

律令体制が本格化し，中央集権化が推し進められるのは大化の改新後のこととされるが，地方へ

の政策はそれ以後に急速に行われたものではなく，以前から継続的に為されていたようである。東

北地方南部の一集落からも，その一端がうかがえる。 （大 波）

〔註１〕右岸地区の自然堤防上に立地する遺跡群の総面積は約１０４，０００
で，平成１１・１２年度に行われた「阿

武隈川平成の大改修」に伴う発掘調査によって，総面積の約７割の発掘調査が終了した。平成１０年度以前には，

北ノ脇遺跡約１，８７０
，山王川原遺跡約５３５
，高木遺跡約５，９０９
，百目木遺跡約１２，５３８
，あわせて約２０，８５２


の発掘調査を行っている。

〔註２〕舞台式の標識遺跡となる岩瀬郡天栄村舞台遺跡（玉川；１９８１）では，約５０ｍ四方の範囲に９～１０軒の

竪穴住居跡で構成され，大型住居跡の周囲に小・中型の住居跡が配置されている。

〔註３〕１軒の大型住居跡と数軒の小・中型の住居跡で構成されるまとまりは，集落内では相対的に自立して

いたと考えられる最小の単位である。高木地区を中心とした自然堤防上に営まれた集落を近藤義郎氏のいう

「共同体」とすれば，その最小単位は「単位集団」ということになろう。（近藤；１９５９）

〔註４〕狭義の環濠集落では弥生時代の防御性集落を指すことがあるが，ここでは集落を区画するという広義

の意味において使用している。濠あるいは堀によって居住域を区画するものとしては豪族居館や館跡などもあ

るが，一般的な集落は不特定多数の集団から構成されており，それらとは性格を異にしている。

〔註５〕高木遺跡から出土した何点かの土師器を胎土分析したところ，関東系としたものと在地のものとでは，

使用されていた粘土に大きな違いは認められなかった。（付編４参照）

〔註６〕宮城県内の遺跡では，関東系土師器を出土する住居跡のカマド構造には，在地のものとは異なった特

徴が認められるものがある。それらの特徴は，�周壁を掘り込んでカマド本体を造る，�その際に最奥部を煙

道の機能を持たせる，構築土に白色粘土を使用する，�焚口を土師器甕で補強する等である。（村田；２０００）

高木遺跡で検出した住居跡にも同様のカマド構造を持つものが認められる。
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第２章 ま と め

高木・北ノ脇遺跡は阿武隈川の自然堤防上に営まれた集落跡であり，北には山王川原遺跡，南に

は百目木遺跡が隣接し，４遺跡全体の長さは約１．５�にもおよぶものである。ただしそれぞれの遺跡

は単に字名で区切ったものであることから実際には一連の遺跡ということができる。発掘調査は昭

和６３年度から継続して行われているが，規模の大きい調査は平成１１年度であり，その年度には本宮

町教育委員会と福島県文化センター（現福島県文化振興事業団）が分担して調査を実施した。それ

以前の平成１０年度までについては本宮町教育委員会単独で調査が進められており，報告書もすでに

刊行済みである。以下，既刊の成果を加味しながら古墳時代以降の高木・北ノ脇遺跡のまとめを試

みることにしたい。

当地区に古墳時代の遺構が認められるのは，塩釜式期からである。少数の住居跡が確認され遺物

も少量が広い範囲に散発的に認められる。次に続く南小泉式期の資料も塩釜式期と同様の傾向があ

るが住居跡などは確認されていない。塩釜式期～南小泉式期は概ね古墳時代前期～中期にあたると

考えられるが，本宮町において本遺跡の所在する阿武隈川右岸には当該時期の古墳は確認されてい

ない。むしろ北隣の大玉村を含めた阿武隈川左岸西側の沖積地および微高地に該期の古墳が点在し

ており，中心的集落も左岸側に存在することが予想される。阿武隈川右岸地区は未開発部分が多かっ

たものと考えられる。

古墳時代後期になると当地区において新たな集落の展開が見られ，住居跡も継続的に営まれるよ

うになる。その開始は６世紀中葉頃と考えられ７世紀いっぱいまで規模の大きさを保っている。住

居跡の変遷は�期の６軒から始まり時期を追って数を増やし，�・�期には�期の１０倍の数に及ん

でいる。おそらく自然堤防後背湿地側の開発が進み，広く開かれた水田に生産基盤があったものと

推定される。

集落内に設けられた大溝は，�期に出現し�期に拡張されるようである。その性格については断

定できる資料に乏しいが，溝内では祭祀が行われ，溝で区切られた内部の住居跡には多くの土器と

若干の金属製品を有す大型の住居跡も見られることなどから，区画内の集団が集落の中心的位置を

占めていた可能性はわずかではあるが認められるとすることができるかもしれない。しかしそれ以

外では区画内と外では際立った差が認められないのも事実であり，今後類例を含めたさらなる検討

が必要である。

なお，集落を見下ろす東側の丘陵上には当該時期の問答山古墳群と根岸古墳群が存在し，集落と

密接な関連を持って出現したものと予想される。

奈良時代になると住居跡の軒数は減少する傾向にあるものの，北ノ脇遺跡側に中心を持ちつつ集

落が継続しているように見受けられる。おそらく律令体制の下で集落も変貌を遂げたものと予想さ

第１章 遺構と遺物について
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れる。本宮町の奈良時代の遺跡としては瓦の出土する小幡遺跡が注目されるが，北ノ脇遺跡本宮町

調査地区でも瓦片が出土し，掘立柱建物跡も検出されている。集落変貌の要因をうかがわせる一資

料である。

平安時代の住居跡は調査区内に点在するあり方となる。調査されている平安時代の遺跡は阿武隈

川左岸西側の低地に位置する遺跡が多いが，すべて小規模の調査であり全貌は不明な点が多い。た

だ，本宮町付近は時代のやや下がった延喜６（９０６）年に安積郡から安達・入野・佐戸の３郷を分離

して安達郡を健郡した際の安達郷ではないかとされる向きがあり，以前とは異なる集落形態を有し

ながらの充実ぶりが予想される。 （安 田）
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表１ 木材の樹種同定結果

番号 遺構 時 期 用途 樹種

FBI００１ Ｐ９ ７世紀～８世紀 柱材 カヤ

FBI００２ Ｐ１５ ７世紀～８世紀 柱材 カヤ

FBI００３ Ｐ３１ ７世紀～８世紀 柱材 カヤ

付編１ 北ノ脇遺跡から出土した木材・炭化材の樹種

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

北ノ脇遺跡は隣接する高木遺跡とともに阿武隈川右岸の

自然堤防上に立地する。これまでの発掘調査により本遺跡

は縄文時代と古墳時代の二つの文化層からなる複合遺跡で，

古墳時代中頃から平安時代とくに７世紀を主体として大集

落が営まれていたことが確かめられている。検出された遺

構は竪穴住居跡，土坑，溝跡，鍛冶炉などである。この中

で，３５号住居跡は焼失住居と考えられ，住居構築材の一部

と考えられる炭化材が出土している。また，掘立柱建物跡

の柱穴からは，柱材の一部が生木の状態で出土している。

本報告では，これらの柱材や住居構築材について樹種同定

を行い，用材選択に関する資料を得る。

１．掘立柱建物跡の柱材の樹種

（１）試料

試料は，７世紀～８世紀の掘立柱建物跡の柱穴（Ｏ１８－

６７グリッドＰ９・Ｐ１５，Ｏ１９－７グリッドＰ３１）から出土

した柱材３点（FBI００１～００３）である。

（２）方法

剃刀の刃を用いて木口（横断面）・柾目（放射断面）・板

目（接線断面）の３断面の徒手切片を作製し，ガム・クロ

ラール（抱水クロラール，アラビアゴム粉末，グリセリン，

蒸留水の混合液）で封入し，プレパラートを作製する。作

製したプレパラートは，生物顕微鏡で観察・同定する。

（３）結果

樹種同定結果を表１に示す。

柱材は，全て針葉樹のカヤに同定された。主な解剖学的

特徴を以下に記す。

・カヤ（Torreya nuciferaSieb.etZucc.） イチイ科カヤ属

仮道管の早材部から晩材部への移行はやや急で，晩材部

の幅は狭い。放射組織は柔構成され，柔細胞壁は滑らか。

分野壁孔はトウヒ型～ヒノキ型で，１分野に１～４個。放

射組織は単列，１～１０細胞高。仮道管内壁には対をなした

らせん肥厚が認められる。

（４）考察

掘立柱建物の柱材は，３点とも針葉樹のカヤであった。

この結果から，柱材としてカヤが選択的に利用されていた

ことが推定される。カヤは木理が通直で，耐水・耐湿性が

比較的高い。また，樹幹が真っ直ぐにのび，大径木になる。

掘立柱建物の柱材としては，材質，形状，大きさなどの点

で適材といえる。このような材質を考慮した用材選択が行

われていたと考えられる。

柱材を含む建築部材にカヤが認められた例は，本州を中

心に報告されているが，針葉樹のヒノキやスギに比較する

と少ない（島地・伊東，１９９８；伊東，１９９０）。福島県内では，

御山千軒遺跡で建築部材とされる丸材にカヤが確認されて

いる（嶋倉，１９８３ａ； 鈴鹿，１９８３）。この結果は，今回の

結果とも一致しており，少なくとも福島県の内陸部では，

古墳時代から古代にかけて，カヤが柱材などの建築部材と

して選択・利用されていたことが推定される。

本遺跡では，焼失住居跡も検出されているが，出土した

炭化材にはモミ属が多く認められ，カヤは認められなかっ

た。この結果から，掘立柱建物と竪穴住居では用材選択が

異なっていた可能性がある。今後さらに資料を蓄積し，検

討したい。

２．焼失住居跡の炭化材の樹種

（１）試料

試料は，７世紀の焼失住居跡（ＳＩ３５）から出土した，

住居構築材と考えられる炭化材５点（FBI００１～００５）である。

（２）方法

炭化材は水を大量に吸っている状態であったため，吸水

性の高いＪＫワイパーの上に炭化材を載せて，常温で１ヶ
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番号 時期 出土位置 用 途 樹 種

FBI００１ ７世紀 堆積土 住居構築材 ヤマグワ

FBI００２ ７世紀 床面 住居構築材 モミ属

FBI００３ ７世紀 西壁際 住居構築材 モミ属

FBI００４ ７世紀 西壁際 住居構築材 モミ属

FBI００５ ７世紀 西壁際 住居構築材 モミ属

表２ ＳＩ３５炭化材の樹種同定結果

月ほど乾燥させた。木口・柾目・板目の３断面の割断面を

作製し，実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材

組織の特徴を観察し，種類を同定した。

（３）結果

樹種同定結果を表２に示す。

炭化材は針葉樹１種類（モミ属）と広葉樹１種類（ヤマグ

ワ）に同定された。各種類の主な解剖学的特徴を以下に記

す。

・モミ属（Abies） マツ科

仮道管の早材部から晩材部への移行は比較的緩やかで，

晩材部の幅は狭い。傷害樹脂道が認められる試料がある。

放射組織は柔細胞のみで構成され，柔細胞壁は粗く，じゅ

ず状末端壁が認められる。分野壁孔はスギ型で１～４個。

放射組織は単列，１～２０細胞高。

・ヤマグワ（Morus australis Poiret） クワ科クワ属

環孔材で孔圏部は１～５列，晩材部へ向かって管径を漸

減させ，のち塊状に複合する。大道管は管壁は厚く，横断

面では楕円形，単独または２～３個が複合，小道管は管壁

厚は中庸，横断面では多角形で複合管孔をなす。道管は単

穿孔を有し，壁孔は密に交互状に配列，小道管内壁にはら

せん肥厚が認められる。放射組織は異性�～�型，１～６

細胞幅，１～５０細胞高で，しばしば結晶を含む。柔組織は

周囲状～翼状および散在状。年輪界は明瞭。

（４）考察

住居構築材と考えられる炭化材は，堆積土の試料がヤマ

グワ，床面および西壁際の試料がモミ属であった。この結

果から，ＳＩ３５の住居構築材は針葉樹のモミ属を中心とし

た用材選択であったことが推定される。

福島県内でこれまで行われた古墳時代～古代の住居構築

材の樹種同定では，基本的には落葉広葉樹のクヌギ節・コ

ナラ節・クリなどが主となることが多い。（嶋倉１９８３ｂ，１９８６

ａ，１９８６ｂ，１９８７，１９９４； パリノサーヴェイ株式会

社，１９８７，１９９５ａ，１９９８ａ，１９９８Ｂ，１９９９）。モミ属の検出

例は少ないが，大船迫Ａ遺跡の住居跡で壁溝の板材に確認

された例や，深作Ａ遺跡の貯蔵穴の蓋材などに認められた

例がある（パリノ・サーヴェイ株式会社， １９９５ａ，１９９５

ｂ，１９９８，１９９９）。今回の試料を見ると，３点は壁際から出

土している。炭化材の形状からは，元の部材の形状を推定

することは困難であるが，壁際から出土していることを考

慮すると大船迫Ａ遺跡のように，板材として利用されてい

た可能性もある。試料の出土状況の詳細も含めて検討した

い。また，周辺での類例の蓄積も進めたい。
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下宮崎Ａ遺跡から出土した炭化材の樹種．福島県文化財

調査報告書第３５３集「福島空港・あぶくま南道路遺跡発掘

調査報告２」，ｐ．１４１－１４７，福島県教育委員会・財団法

人福島県文化センター・福島県土木部．

パリノ・サーヴェイ株式会社（１９９８ｂ）

小又遺跡から出土した炭化材の樹種．福島県文化財調査

報告書第３５３集「福島空港・あぶくま南道路遺跡発掘調査

報告２」，ｐ．１５１－１５７，福島県教育委員会・財団法人福

島県文化センター・福島県土木部．

付 編
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パリノ・サーヴェイ株式会社（１９９９）

白山Ａ遺跡・白山Ｃ遺跡から出土した炭化材の樹種．福

島県文化財調査報告書第３５４集「福島空港・あぶくま南道

路遺跡発掘調査報告３」，ｐ．２８０－２８７，福島県教育委員

会・財団法人福島県文化センター・福島県土木部．

嶋倉巳三郎（１９８３ａ）

御山千軒遺跡から出土した木質遺物．福島県文化財調査

報告書第１０９集「東北新幹線関連遺跡発掘調査報告� 御

山千軒遺跡」，ｐ．９－３０，福島県教育委員会・日本国有鉄

道．

嶋倉巳三郎（１９８３ｂ）

上悪戸遺跡出土炭化材の樹種．福島県文化財調査報告書

第１１６集「国営総合農地開発事業 母畑地区遺跡発掘調査

報告１２ 上悪戸遺跡・下悪戸遺跡」，ｐ．１８４，福島県教育

委員会・財団法人福島県文化センター．

嶋倉巳三郎（１９８６ａ）

高畑遺跡出土の炭化木．福島県文化財調査報告書第１６２集

「国営総合農地開発事業 母畑地区遺跡発掘調査報告２０

高畑遺跡・蔭ノ原Ａ遺跡」，ｐ．２２，福島県教育委員会．

嶋倉巳三郎（１９８６ｂ）

大内Ｂ遺跡出土の炭化木．福島県文化財調査報告書第１６３

集「国営総合農地開発事業 母畑地区遺跡発掘調査報告

２１ 兎喰遺跡・堂平Ｂ遺跡・大内Ｂ遺跡」，ｐ．１６２，福島

県教育委員会・財団法人福島県文化センター．

嶋倉巳三郎（１９８７）

北大久保Ｂ・Ｃ遺跡出土の炭化木．福島県文化財調査報

告書第１７８集「国営総合農地開発事業 矢吹地区遺跡発掘

調査報告１ 二木松遺跡・北大久保Ｂ・Ｃ遺跡」，ｐ．７０，

福島県教育委員会・財団法人福島県文化センター．

嶋倉巳三郎（１９９４）

炭化材樹種同定報告．福島県文化財調査報告書第２８８集

「国営総合農地開発事業 母畑地区遺跡発掘調査報告３４

正直Ａ遺跡 －下巻－」，ｐ．３８５－３８８，福島県教育委

員会．

鈴鹿八重子（１９８３）

木製品の材質について．福島県文化財調査報告書第１０９集

「東北新幹線関連遺跡発掘調査報告� 御山千軒遺跡」，

ｐ．３０７－３１０，福島県教育委員会・日本国有鉄道．
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１ａ １ｂ １ｃ

写真１ 木材 １．カヤ（ＦＢＩ０００００１）
ａ：木口，ｂ：柾目，ｃ：板目

２００µｍ：ａ
２００µｍ：ｂ，ｃ

１ａ １ｂ １ｃ

２ａ ２ｂ ２ｃ

写真２ 炭化材 １．モミ属（ＦＢＩ０００００３）２．ヤマグワ（ＦＢＩ０００００１）
ａ：木口，ｂ：柾目，ｃ：板目

２００µｍ：ａ
２００µｍ：ｂ，ｃ

付 編
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付編２ 高木・北ノ脇遺跡から出土した獣骨の同定

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

高木遺跡と北ノ脇遺跡では，古墳時代中頃から平安時代

とくに７世紀を主体として大集落が営まれていたことが確

かめられている。この時期の遺構としては竪穴住居跡，土

坑，溝跡，鍛冶炉などが検出されており，一部の住居跡や

溝跡からは食物残滓の一部と考えられる焼けた獣骨片が出

土している。これらの獣骨の種類を知ることは，周囲の環

境と食生活などを知る上で重要である。本報告では，これ

らの獣骨片の同定を行い，動物食糧に関する資料を得る。

なお，同定は早稲田大学の金子浩昌先生にお願いし，署名

原稿として掲載する。

１．試料

試料は，高木遺跡の各住居跡（１１号，８０号，１０６号，１２９

号，１４２号），２号溝跡と北ノ脇遺跡の３号住居跡から出土

した獣骨片１１点（FBI００１～FBI００１１）である。各試料の詳細

は，同定結果と共に表１に記した。

２．方法

ルーペなどを用いて各試料の形態的特徴を観察し，種お

よび部位を同定すると共に，計測等の記録をおこなう。

３．結果

同定結果を表１，獣骨の状況を図２に示す。以下に，早

稲田大学の金子浩昌先生にお願いした結果を署名原稿とし

て報告する。

４．高木・北ノ脇遺跡から出土した獣骨の種類

早稲田大学 金子浩昌

（１）結果

検出された動物は，以下の通りである。

哺乳綱 Class Mammalia

ウシ目（偶蹄目） Artiodactyla

イノシシ科 Suidae

イノシシ Sus scrofa

シカ科 Cervidae

ニホンジカ Cervus nippon

・イノシシ

環椎（FBI００７）：大破しているが，左側の形態をほぼのこ

す成獣。

鼻骨片（FBI００２）はあまり大型個体のものとは思えない。

左上顎臼歯Ｍ２（FBI００９）と右下顎臼歯Ｍ３（FBI００１０）：

破損した歯冠部を残す。Ｍ２は比較的大きい個体の臼歯で，

エナメル質咬耗が一部にみられる段階である。２才弱の年

齢であろう。捕獲率の高い個体である。Ｍ３は歯冠幅狭く，

イノシシとしては小さい臼歯である。イノシシの個体差は

大きいので，このような小サイズの歯をもつ個体もある。

咬耗は全面にエナメル質咬耗が及ぶので，Ｍ３萌出後さら

に年を経ている個体である。４～５才と推定される。上述

のように，２試料は別個体の歯である。

・ニホンジカ

標本個数としてはニホンジカの出土が多い。距骨（FBI

００１１）と踵骨（FBI００８）は断片であるが，各１点出土して

いる。中手あるいは中足骨の遠位端（FBI００４）と基節骨

（FBI００３）・（FBI００５）２点が出土している。

基節骨２点のなかで，１点は完存し，１点は近位端のみ

をのこす。被熱し，骨に亀裂を生じる程であるが，なお原

形を保っていた。カマド中で埋没後移動することがなかっ

たからであろう。

（２）考察

１０数点の獣骨であるが，種類はイノシシとニホンジカに

限られ，他の動物を含むことがなかった。当時の主要な狩

猟獣がこの２種であることを示している。

焼骨としては，保存の良い状態であった。条件に恵まれ

れば，このような骨を残すことを教えている。この時代の

獣と人との関わりを知る貴重な資料といえよう。
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１� ２�
１．イノシシ環椎（ＦＢＩ０００００７　１４２号住居跡　カマド�１３）�
２．ニホンジカ右踵骨（ＦＢＩ０００００８　１４２号住居跡　カマド�１３）�
　（太線内が残存部分）�

０� ３㎝�

図１ 出土獣骨の残存状況

遺物番号 遺跡名 遺 構 出土層位 分類名 部 位 左右 部 分 備 考
計測値
（�）

FBI001 高木遺跡 １１ｂ号住居跡 カマド焼土
イノシシ/ニホ
ンジカ

椎骨 － 後関節突起 焼骨

FBI002 高木遺跡 ８０号住居跡 床面 イノシシ 鼻骨片 － 焼骨

FBI003 高木遺跡 １０６号住居跡 �１１ ニホンジカ 基節骨 － 近位骨端 焼骨

FBI004 高木遺跡 １２９号住居跡 �１３ ニホンジカ 中手骨／中足骨 － 遠位骨端 焼骨

FBI005 高木遺跡 １４２号住居跡 カマド�１３ ニホンジカ 基節骨 － 完全 焼骨
Bp13.20,
GL44.85,
Bd11.84

FBI006 高木遺跡 １４２号住居跡 �１２ イノシシ/ニホ
ンジカ

肋骨 － 骨体片 焼骨

FBI007 高木遺跡 １４２号住居跡 カマド�１３ イノシシ 環椎 － 焼骨

FBI008 高木遺跡 １４２号住居跡 カマド�１３ ニホンジカ 踵骨 右 焼骨

FBI009 高木遺跡 ２号溝 Ｆ群 イノシシ 上顎歯 左 Ｍ２
焼骨，咬耗
+/－

歯冠幅
１８．２９

FBI0010 高木遺跡 ２号溝 Ｉ群 イノシシ 下顎歯 右 Ｍ３
焼骨，咬耗
+/+/+

歯冠幅
１５．８２

FBI0011 北ノ脇遺跡 ３号住居跡 堆積土 ニホンジカ 距骨 右 焼骨，ＣＭあり

表１ 出土骨同定結果

＜凡例＞Bp：近位骨端，GL：骨全長，Bd：遠位端幅，＋：象牙質まで咬耗，－：エナメル質のみ咬耗，CM：カットマーク（切創）
M：大臼歯

付 編
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付編３ 高木・北ノ脇遺跡出土製鉄遺物の分析・調査

川鉄テクノリサーチ株式会社 分析・評価事業部

埋蔵文化財調査研究室

岡原 正明 小川 太一 管 孝宏

１．はじめに

�福島県文化センター殿が，平成１１年４月から福島県中

通り地方の中央部，安達郡本宮町に所在する高木・北ノ脇

遺跡を発掘調査され，住居跡，鍛冶炉跡等から出土した製

鉄遺物について，学術的な記録と今後の調査のための一環

として化学成分分析を含む自然科学的観点での調査のご依

頼があった。

調査の観点として，鉄滓については，�製鉄原料の推定，

�製鉄工程上の位置付け，	観察上の特記事項など，銹化

鉄塊については，�残存金属の確認，�金属鉄成分の分析，

	加工状況や観察上の特記事項などを中心に調査した。

その結果について報告する。

２．調査項目および試験・検査方法

（１）調査項目

表１参照

（２）重量計測と着磁力調査

計重は電子天秤を使用して行い，小数点２位以下で四捨

五入した。着磁力調査については，直径３０�のリング状フェ

ライト磁石を使用し，官能検査により「強・やや強・中・

やや弱・弱」の５ランクで，個別調査結果の文中に表示し

た。

試料No 種別 遺跡名 出土遺構
重量
ｇ

着磁力
MC
反応

外観
写真

化学
成分

組織
写真

Ｘ線
回折

FBI001
鉄滓→

粘土溶融物
北ノ脇

３号住居跡
�１ １１．４ 弱 無 〇 〇 〇

FBI002
鉄滓→

粘土溶融物
高木

１７Ｂ号住居跡
床上

１２．７ 稍弱 無 〇 〇 〇

FBI003
鉄滓→

鼠鋳鉄鉄塊系遺物
高木

３０号住居跡
床上

４７ 強 有 〇 〇 〇

FBI004
鉄滓→

鍛冶工程排出滓
高木

８８号住居跡
床上

１３．７ 中 無 〇 〇 〇

FBI005
鉄滓→

ガラス質滓
高木

１００号住居跡
�１ １６．１ 弱 無 〇 〇 〇

FBI006
鉄滓→

鍛冶滓（精錬工程後半また
は鍛錬工程前半作業）

高木
１０１号住居跡

�１ ６８．９ 稍強 無 〇 〇 〇

FBI007
鉄滓→

粘土溶融物
高木

１４２号住居跡
床上

５１．１ 稍弱 無 〇 〇 〇

FBI008
鉄滓→

椀形精錬鍛冶滓
高木

２号特殊遺構
焼土上面

５５．３ 稍強 無 〇 〇 〇 〇

FBI009
鉄滓→

ガラス質滓
高木

６号特殊遺構
�１ １９．６ 中 無 〇 〇 〇 〇

表１ 調査項目

註 （１）試料の名称，試料のＮｏおよび採取位置は文化振興事業団の試料に準拠した。
（２）試料の種別の項で→後は弊社の検討結果である。
（３）ＭＣ反応とはメタルチェッカーによる残存金属の有無を示す。
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（３）外観の観察と写真撮影

上記各種試験用試料を採取する前に，試料の両面を�単

位まであるスケールを同時写し込みで撮影した。また，試

料採取時の特異部分についても撮影を行った。

（４）化学成分分析

化学成分分析はＪＩＳの分析法に準じて行った。分析方

法および分析結果は後頁の表２と表３に示した。この調査

は，化学成分から鉄を作るために使用した原料の推定と，

生産工程のどの部分で発生した鉄滓かの判断用データを得

るために行った。分析項目は，鉄滓が１８成分，鉄塊遺物が

１３成分とした。

（５）顕微鏡組織写真

試料の一部を切り出し樹脂に埋め込み，細かい研磨剤な

どで研磨（鏡面仕上）する。その後，顕微鏡で観察しなが

ら代表的な断面組織を拡大して写真撮影し，溶融状況や介

在物（鉱物）の存在状態等から製鉄・鍛冶過程での状況を

明らかにする。原則として１００倍と４００倍で撮影を行う。

（６）Ｘ線回折測定

試料を粉砕して板状に成形し，Ｘ線を照射すると，試料

に含まれている化合物の結晶の種類に応じて，それぞれに

固有な反射（回折）されたＸ線が検出されることを利用し

て，試料中の未知の化合物を観察・同定する。多くの種類

の結晶についての標準データが整備されており，ほとんど

の化合物が同定される。装置の仕様や測定条件，測定結果

を別頁に添付した。

３．調査および考察結果

試料毎の調査および考察結果を次に述べる。

（１）試料番号 FBI０００００１ 鉄滓→粘土溶融物

長さ５２�，幅２６�，厚さ１８�で，やや扁平で流出滓の先

端状に見えるが，非常に軽量感がある試料である。その外

観写真を後頁に示した。珪砂微粒を巻き込んだような黒色

発泡粗鬆な滓の様な感じで，内部は著しく発泡している。

破面が肉薄部に１つあり，炉壁溶融部の様に見える。全体

に着磁力は弱く，ＭＣ反応はない。総重量は１１．４ｇである。

滓断面の１００倍と４００倍の顕微鏡写真を後頁に示した。顕

微鏡組織には，滓中に多くの空孔が存在する。鉱物組成は，

一様に溶融した基地のガラス質スラグが主体で，鉄滓の特

徴的な晶癖である白色繭状のウスタイト（FeO）結晶や，灰

白色短冊状のファイヤライト（２FeO・SiO２）結晶等の鉱

物組織は全く観察されない。また，所々に白く見える点は

金属鉄細粒と推定される。

化学成分分析の結果（後頁の表２）によると，全鉄（T.

Fe）は７．１３％と少なく，酸化第一鉄（ウスタイト：FeO）

１．０７％に対して，酸化第二鉄（ヘマタイト：Fe２O３）は

８．２１％と相対的に高い。また，金属鉄（M．Fe）は０．５６％と少

なく，一方滓中の成分の指標となる所謂造滓成分（SiO２＋

Al２O３＋CaO＋MgO＋Na２O＋K２O）は８８．３％と非常に

高い。総じて，成分的には鉄分が少なくガラス質成分の多

いガラス質滓あるいは粘土遺物の成分構成に類似している。

一方，チタニア（TiO２）は０．７９％，バナジウム（V）も

０．０１１％存在するが，その由来を砂鉄原料によるものなのか，

あるいは粘土１）によるものかを区別するのが困難な残存

レベルである。しかし，鉱石に含有される成分の一つであ

る銅（Cu）は０．００４％と更に少ないので，鉱石を始発原料と

する製鉄工程で生成した可能性は少ないものと推定される。

また，化合水の値は０．４５％なので，残存する鉄分が酸化第

二鉄と水との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイト等のオ

キシ水酸化鉄（α－FeOOH等）の状態ではほとんど残存し

ていないことが推定される。

一方，本試料の製鉄工程上の位置づけは，後頁の図１と

図２の結果では，砂鉄を始発原料とする製錬滓の一種であ

る炉壁粘土と反応して鉄分を殆ど含有しないガラス質滓に

近いが，本試料のチタニアの含有量レベルは低く，かつ製

錬滓の一種であるガラス質滓の組織に見られるウルボスピ

ネル（２FeO・TiO２），イルメナイト（FeO・TiO２）等の鉄

とチタンとの酸化化合物結晶等が晶出していない等の点が

異なる。また，同一遺構から出土した後述の鍛冶滓の存在

を考慮すると，一般に“けら”など素材的に完成されたも

のからの加工では，ウスタイト（FeO）の晶出した比重大の鉄

滓を伴うが，素材的に未完成なものを対象とする精錬工程

では高温状態で行うために，比較的比重の小さなガラス質

の鉄滓を排出すること２）および本試料の化学成分は鍛錬鍛

冶工程における赤熱鉄材の酸化防止汁を塗布した溶融物の

化学成分１）にも類似している等の点が指摘されるが，滓断

面形状が黒色の光沢あるガラス質状態ではなく，粗鬆面を

呈していることから，本試料は恐らく炉壁等の粘土材が溶

融・流出した粘土溶融物である可能性が高いと推定される。

付 編
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（２）試料番号 FBI０００００２ 鉄滓→粘土溶融物

長さ４２�，幅３８�，厚さ１８�で，灰色礫状の試料である。

その外観写真を後頁に示した。非常に軽量感があり，中央

部から割れが確認される。持ち上げると３片に崩れた。内

部は発泡が著しく軽石の空孔が多く観察される。付着土砂

はない。炉壁溶融部の様に見える。全体に着磁力はやや弱

く，ＭＣ反応はない。総重量は１２．７ｇである。

滓断面の１００倍と４００倍の顕微鏡写真を後頁に示した。顕

微鏡組織には，滓中に多くの空孔が存在する。鉱物組成は，

一様に溶融した基地のガラス質スラグが主体で，鉄滓の特

徴的な晶癖である白色繭状のウスタイト（FeO）結晶や，灰

白色短冊状のファイヤライト（２FeO・SiO２）結晶等の鉱

物組織は全く観察されない。また，所々に白く見える点は

金属鉄細粒と推定され，先のFBI０００００１試料と同様であ

る。

化学成分分析の結果（後頁の表２）によると，全鉄（T．

Fe）は６．２９％と少なく，酸化第一鉄（ウスタイト：FeO）

０．９０％に対して，酸化第二鉄（ヘマタイト：Fe２O３）は

７．６８％と相対的に高い。また，金属鉄（M．Fe）は０．２２％

と少なく，一方滓中の成分の指標となる所謂造滓成分（SiO

２＋Al２O３＋CaO＋MgO＋Na２O＋K２O）は８９．０％と非

常に高い。総じて，成分的には鉄分が少なくガラス質成分

の多いガラス質滓あるいは粘土遺物の成分構成に類似して

いる。

一方，チタニア（TiO２）は０．７０％，バナジウム（V）も

０．０１０％存在するが，その由来を砂鉄原料によるものなのか，

あるいは粘土１）によるものかを区別するのが困難な残存

レベルである。しかし，鉱石に含有される成分の一つであ

る銅（Cu）は０．００４％と更に少ないので，鉱石を始発原料と

する製鉄工程で生成した可能性は少ないものと推定される。

また，化合水の値は０．８５％なので，残存する鉄分が酸化第

二鉄と水との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイト等のオ

キシ水酸化鉄（α－FeOOH等）の状態ではほとんど残存し

ていないことが推定される。

一方，本試料の製鉄工程上の位置づけは，後頁の図１と

図２の結果では，先のFBI０００００１試料とほぼ同じで，また

滓断面形状が黒色の光沢あるガラス質状態ではなく，粗鬆

面を呈していることから，本試料はFBI０００００１試料と同様

に炉壁等の粘土材が溶融した粘土溶融物である可能性が高

いと推定される。

（３）試料番号 FBI０００００３ 鉄滓→鼠鋳鉄鉄塊系遺物

長さ４３�，幅３７�，厚さ２６�で，全体に水酸化鉄と砂礫

の固着物に覆われた砂礫状試料である。その外観写真を後

頁に示した。重量感があり，全面に割れがある。銹化進行

中の鉄塊系遺物であろう。全体に着磁力は強く，ＭＣ反応

がある。総重量は４７．０ｇである。残存鉄の金属箇所の分析

を行う。

残存金属箇所断面の顕微鏡組織写真を後頁に示した。顕

微鏡組織写真には，適度に伸びた片状黒鉛が無秩序に析出

し，基地はパーライト〔フェライトとセメンタイト（炭化

鉄）とが交互に層状になった組織〕より構成される所謂鼠

鋳鉄組織である。一般に，鋳鉄はこの組織のような鼠鋳鉄

と白鋳鉄（凝固のとき炭素がセメンタイトとして晶出し，

セメンタイト中に斑点状にパーライト組織が現れる所謂レ

ーデブライト組織）に大別され，両者の差は，主として冷

却速度と成分により生じる。本試料の場合，凝固直後の高

温組織がゆっくりと徐冷されたものと思われる。

化学成分分析の結果（後頁の表３）によると，炭素（C）

の含有量は３．５５％であるが，珪素（Si）は０．０３７％，不純物

金属元素としてアルミニウム（Al）が０．０１２％と非常に少な

く，非金属不純物である硫黄（S）や燐（P）は０．１１％と

０．１２％と少量含まれているが，総じて炭素含有量の高く，

不純物の少ない鋳鉄（銑鉄）鉄塊系遺物である。

また，鉄源原料が砂鉄であることの指標元素であるチタ

ニウム（Ti）とバナジウム（V）は各 ０々．００１％以下と非常

に少なく，一方鉱石源の指標元素である銅（Cu）も０．００７％

と少ないので，本試料の始発鉄原料を特定することは困難

であった。

以上の結果を総合すると，

この試料は，炭素含有量３．５５％の不純物元素の比較的少な

い鼠鋳鉄鉄塊系遺物と推定されるが，その始発鉄源を特定

することは出来なかった。

（４）試料番号 FBI０００００４ 鉄滓→鍛冶工程排出滓

長さ３８�，幅２９�，厚さ１１�で，水酸化鉄と砂礫に覆わ

れた試料である。その外観写真を後頁に示した。３方に割

欠面を持ち，上面は扁平で流出滓状である。下部も砂礫が

付着し，その断面は黒色発泡粗鬆な滓である。全体に着磁

力は中程度で，ＭＣ反応はない。総重量は１３．７ｇである。

砂礫は除去して分析用試料を採取する。
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滓断面の１００倍と４００倍の顕微鏡写真を後頁に示した。顕

微鏡写真では，黒い小さな空孔が散在する。顕微鏡組織に

は，大きな幅広短冊のややくずれた青灰色のファイヤライ

ト（２FeO・SiO２）結晶とその粒間に微細なマグネタイト

（Fe３O４）結晶および基地のガラス質スラグなどから構成

される。また，一部赤褐色の銹化した酸化鉄（酸化第二鉄，

Fe２O３）と思われる細粒も観察される。他の鉱物質の結晶

は特に認められず酸化鉄主体の滓と考えられる。

化学成分分析の結果によると，全鉄（T．Fe）は３６．９％に

対して，酸化第一鉄（ウスタイト：FeO）は３０．１％と高い値

である。一方，酸化第二鉄（ヘマタイト：Fe２O３）は

１８．９％と相対的に少ない。また，金属鉄（M．Fe）は０．２８％

と少なく，滓中の成分の指標となる所謂造滓成分（SiO２＋

Al２O３＋CaO＋MgO＋Na２O＋K２O）は４９．９％と比較的

高い。砂鉄原料に含まれていたと考えられるチタニウム（酸

化チタニウムで表示：TiO２）は０．５８％存在し，一方鉱石に

含有される成分の一つである銅（Cu）は０．０２１％と相対的に

少ない。したがって，本試料は砂鉄を始発原料とする製鉄

工程で生成した可能性の高い鉄滓である。また，化合水の

値は０．３９％なので，酸化第二鉄と水との化合物で鉄銹の一

種であるゲーサイト等のオキシ水酸化鉄（α－FeOOH等）

はほとんど存在しないものと推定される。

一方，本試料の製鉄工程上の位置づけを特定するために，

これまでの砂鉄および鉱石を始発原料とする製鉄関連遺跡

１）３）４）より出土した鉄滓類（約４５０点）について，T．

Fe－TiO２分布およびT．Fe－造滓成分分布図等を整理し，

本試料との比較分析を行った。その結果を後頁の図１～図

３に示した。図１と図２の分布図において，本試料の位置

づけは，鉱石を始発原料とする製錬滓グループもしくは砂

鉄を始発原料とする鍛冶工程で排出された鉄滓の成分構成

に類似したが，図３の鉱石を始発原料とする製錬滓グルー

プと砂鉄を始発原料とする鍛冶滓との分類結果から，本試

料は，明らかに鉱石を始発原料とする製錬滓ではなく，砂

鉄を始発原料とする鍛冶工程で排出された鍛冶滓の一種に

分類されると推定される。

以上の結果を総合すると，

�この試料は，鍛冶工程で排出された鍛冶滓の一種で，

�鉄源には砂鉄が使用された可能性が高い。

ものと推定される。

（５）試料番号 FBI０００００５ 鉄滓→ガラス質滓

長さ６１�，幅３９�，厚さ１２�で，その外観写真を後頁に

示した。片面は黒光りしたガラス状の溶融面を持ち，他面

はざらざらした粗鬆面の炉壁溶融状の試料で，軽量感があ

る。全体に着磁力は弱く，ＭＣ反応はない。総重量は１６．１

ｇである。

滓断面の１００倍と４００倍の顕微鏡写真を後頁に示した。顕

微鏡組織には，滓中に多くの空孔が存在する。鉱物組成は，

一様に溶融した基地のガラス質スラグが主体であり，一部

小さな白色繭状のウスタイト（FeO）結晶が凝集した箇所が

存在する。他の鉱物質の結晶は特に認められず酸化鉄主体

の滓と考えられる。

化学成分分析の結果（後頁の表２）によると，全鉄（T．

Fe）は８．６８％と少なく，酸化第一鉄（ウスタイト：FeO）

２．６１％に対して，酸化第二鉄（ヘマタイト：Fe２O３）は

９．１２％と相対的に高い。また，金属鉄（M．Fe）は０．２７％と

少なく，一方滓中の成分の指標となる所謂造滓成分（SiO２＋

Al２O３＋CaO＋MgO＋Na２O＋K２O）は８５．７％と非常に高い。

総じて，成分的には鉄分が少なくガラス質成分の多いガラ

ス質滓あるいは粘土遺物の成分構成に類似している。

一方，チタニア（TiO２）とバナジウム（V）も０．０１２％

存在するが，その由来を砂鉄原料によるものなのか，ある

いは粘土１）によるものかを区別するのが困難な残存レベ

ルにある。しかし，鉱石に含有される成分の一つである銅

（Cu）は０．００７％と更に少ないので，鉱石を始発原料とする

製鉄工程で生成した可能性は少ないものと推定される。ま

た，化合水の値は０．５４％なので，残存する鉄分が酸化第二

鉄と水との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイト等のオキ

シ水酸化鉄（α－FeOOH等）の状態ではほとんど残存して

いないことが推定される。

一方，本試料の製鉄工程上の位置づけは，後頁の図１と

図２の結果では，砂鉄を始発原料とする製錬滓の一種であ

る炉壁粘土と反応して鉄分を殆ど含有しないガラス質滓に

近いが，本試料のチタニアの含有量レベルは低く，かつ製

錬滓の一種であるガラス質滓の組織に見られるウルボスピ

ネル（２FeO・TiO２）やイルメナイト（FeO・TiO２）等

の鉄とチタンとの酸化化合物結晶等が晶出していないこと

が異なる。また，同一遺構から出土した後述の鍛冶滓の存

在を考慮すると，一般に“けら”など素材的に完成された

ものからの加工では，ウスタイト（FeO）の晶出した比重大

の鉄滓を伴うが，素材的に未完成なものを対象とする精錬

付 編
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工程では高温状態で行うために，比較的比重の小さなガラ

ス質の鉄滓を排出すること２）および本試料の化学成分は

鍛錬鍛冶工程における赤熱鉄材の酸化防止汁を塗布した溶

融物の化学成分１）にも類似し，かつCaOおよびMgO

などの塩基成分量も８．３％と多いことが指摘される。

したがって，本試料はその滓断面の形状からも，恐らく

鍛冶工程の作業で排出されたガラス質滓である可能性が高

いと推定される。

（６）試料番号 FBI０００００６ 鉄滓→鍛冶滓（精錬工程の後

半作業又は鍛錬工程の前半作業）

長さ６２�，幅５９�，厚さ１５�で，上面は扁平で端部に流

出滓のような溶融部のある試料である。その外観写真を後

頁に示した。割欠面は１つある。橙色の水酸化鉄が一部固

着している。下面には木炭繊維痕もあり，割欠面は黒色発

泡粗鬆な滓状を呈し，重量感がある。全体に着磁力はやや

強いが，ＭＣ反応はない。総重量は６８．９ｇである。

滓断面の１００倍と４００倍の顕微鏡写真を後頁に示した。顕

微鏡組織には，滓中に大きな空孔が散在し，空孔内には赤

褐色の銹化した酸化鉄（酸化第二鉄，Fe２O３）と思われる

組織も観察される。顕微鏡写真では，灰白色の大きな幅広

短冊のややくずれた青灰色のファイヤライト（２FeO・SiO

２）結晶とその粒間に灰白色の粒状および背骨状のウスタ

イト（FeO）結晶および基地のガラス質スラグなどから構成

される。他の鉱物質の結晶は特に認められず酸化鉄主体の

滓と考えられる。

化学成分分析の結果によると，全鉄（T．Fe）は４５．２％に

対して，酸化第一鉄（ウスタイト：FeO）は４７．５％と高い値

である。一方，酸化第二鉄（ヘマタイト：Fe２O３）は１１．５％

と相対的に少ない。また，金属鉄（M．Fe）は０．２８％と少な

く，滓中の成分の指標となる所謂造滓成分（SiO２＋Al２O３＋

CaO＋MgO＋Na２O＋K２O）は３９．０％と比較的高い値であっ

た。砂鉄原料に含まれていたと考えられるチタニウム（酸化

チタニウムで表示：TiO２）は０．４６％と多く，バナジウム（V）

も０．００６％存在し，一方鉱石に含有される成分の一つである

銅（Cu）は０．００４％と非常に少ない。したがって，本試料は砂

鉄を始発原料とする製鉄工程で生成した可能性の高い鉄滓

である。また，化合水の値は０．７６％なので，酸化第二鉄と

水との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイト等のオキシ水

酸化鉄（α－FeOOH等）が少々存在するものと推定される。

一方，本試料の製鉄工程上の位置づけは，後頁の図１と

図２の分布図において，鉱石を始発原料とする製錬滓グル

ープもしくは砂鉄を始発原料とする精錬鍛冶滓グループの

境界領域に位置するが，一方図３の鉱石を始発原料とする

製錬滓グループと砂鉄を始発原料とする鍛冶滓との分類結

果から，本試料は，明らかに鉱石を始発原料とする製錬滓

ではなく，砂鉄を始発原料とする精錬鍛冶滓と鍛錬鍛冶滓

の境界領域に位置し，本試料が砂鉄を始発原料とする鍛冶

滓で，精錬工程の後半作業または鍛錬工程の前半作業で排

出された鍛冶滓に分類されると推定される。

以上の結果を総合すると，

�この試料は，精錬鍛冶工程の後半または鍛錬鍛冶工程の

前半作業のいずれかで排出された鍛冶滓で，

�鉄源には砂鉄が使用された可能性が高い，

ものと推定される。

（７）試料番号 FBI０００００７ 鉄滓→粘土溶融物

長さ７５�，幅５５�，厚さ３８�の灰色葡萄房状の試料であ

る。その外観写真を後頁に示した。試料FBI０００００２とよく

似た性状の様に見える。砂礫に付着も少なく，水酸化鉄も

ない。ひび割れは１箇所あり，内部は発泡し粗鬆軽量感が

ある。全体に着磁力はやや弱く，ＭＣ反応もない。総重量

は５１．１ｇである。

滓断面の１００倍と４００倍の顕微鏡写真を後頁に示した。顕

微鏡組織には，滓中に多くの空孔が存在する。鉱物組成は，

一様に溶融した基地のガラス質スラグが主体で，鉄滓の特

徴的な晶癖である白色繭状のウスタイト（FeO）結晶や，灰

白色短冊状のファイヤライト（２FeO・SiO２）結晶等の鉱

物組織は全く観察されない。また，所々に白く見える点は

金属鉄細粒と推定され，先のFBI０００００２試料と同様である。

化学成分分析の結果（後頁の表２）によると，全鉄（T．

Fe）は６．５８％と少なく，酸化第一鉄（ウスタイト：FeO）

１．４２％に対して，酸化第二鉄（ヘマタイト：Fe２O３）は

７．５９％と相対的に高い。また，金属鉄（M．Fe）は０．１７％

と少なく，一方滓中の成分の指標となる所謂造滓成分（SiO

２＋Al２O３＋CaO＋MgO＋Na２O＋K２O）は８８．７％と非

常に高い。総じて，成分的には鉄分が少なくガラス質成分

の多いガラス質滓あるいは粘土遺物の成分構成に類似して

いる。

一方，チタニア（TiO２）は０．８８％，バナジウム（V）も

０．０１１％存在するが，その由来を砂鉄原料によるものなのか，
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あるいは粘土１）によるものかを区別するのが困難な残存

レベルである。しかし，鉱石に含有される成分の一つであ

る銅（Cu）は０．００２％と非常に少ないので，鉱石を始発原料

とする製鉄工程で生成した可能性は少ないものと推定され

る。また，化合水の値は０．３７％なので，残存する鉄分が酸

化第二鉄と水との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイト等

のオキシ水酸化鉄（α－FeOOH等）の状態ではほとんど残

存していないことが推定される。

一方，本試料の製鉄工程上の位置づけは，後頁の図１と

図２の結果では，先のFBI０００００１試料とほぼ同じで，また

滓断面形状が黒色の光沢あるガラス質状態ではなく，粗鬆

面を呈していることから，本試料はFBI０００００１試料と同様

に炉壁等の粘土材が溶融した粘土溶融物である可能性が高

いと推定される。

（８）試料番号 FBI０００００８ 鉄滓→椀形精錬鍛冶滓

長さ５３�，幅４８�，厚さ２２�の小型椀形滓状の試料で

ある。その外観写真を後頁に示した。重量感があり，上面

は褐色で赤茶色の水酸化鉄が付着している。下部は椀底状

で全体に砂礫の付着は少なく，一口饅頭状である。全体に

着磁力はやや強いが，ＭＣ反応はない。総重量は５５．３ｇで

ある。

滓断面の１００倍と４００倍の顕微鏡写真を後頁に示した。顕

微鏡写真では，灰白色の大きな幅広短冊のややくずれた青

灰色のファイヤライト（２FeO・SiO２）結晶と灰白色の粒

状および背骨状のウスタイト（FeO）結晶および基地のガラ

ス質スラグなどが主として観察される。他の鉱物質の結晶

は特に認められず酸化鉄主体の滓と考えられる。

別頁のＸ線回折チャートでは，ファイヤライト（２FeO

・SiO２）の強いピークが検出され，この他中程度のウスタ

イト（FeO）および少量の鉱物質シリカ（SiO２）の存在が

みとめられる。また，金属鉄（α－Fe）の存在を表わすピー

クは検出されない。

化学成分分析の結果によると，全鉄（T．Fe）は４８．１％に

対して，酸化第一鉄（ウスタイト：FeO）は５２．６％と高い値

である。一方，酸化第二鉄（ヘマタイト：Fe２O３）は９．４９％

と相対的に少ない。また，金属鉄（M．Fe）は０．５６％と少なく，

滓中の成分の指標となる所謂造滓成分（SiO２＋Al２O３＋CaO

＋MgO＋Na２O＋K２O）は３５．７％である。砂鉄原料に含まれ

ていたと考えられるチタニウム（酸化チタニウムで表示：

TiO２）は０．３５％で，一方鉱石に含有される成分の一つであ

る銅（Cu）は０．０２９％と相対的に少ない。したがって，本試

料は砂鉄を始発原料とする製鉄工程で生成した可能性の高

い鉄滓である。また，化合水の値は０．５３％なので，酸化第

二鉄と水との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイト等のオ

キシ水酸化鉄（α－FeOOH等）がほとんど存在しないもの

と推定される。

一方，本試料の製鉄工程上の位置づけは，後頁の図１と

図２の分布図において，鉱石を始発原料とする製錬滓グル

ープもしくは砂鉄を始発原料とする鍛冶滓グループの境界

領域に位置するが，一方図３の鉱石を始発原料とする製錬

滓グループと砂鉄を始発原料とする鍛冶滓グループとの分

類結果から，本試料は，明らかに前者ではなく，後者の精

錬鍛冶滓と鍛錬鍛冶滓の境界領域に位置し，本試料が砂鉄

を始発原料とする鍛冶滓で，精錬工程の後半作業または鍛

錬工程の前半作業で排出された鍛冶滓に相当すると考えら

れるが，更にその椀形形状を加味すると，精錬工程の後半

作業で排出した椀形精錬鍛冶滓と推定される。

以上の結果を総合すると，

�この試料は，その形状をも加味し，椀形精錬鍛冶滓で，

�鉄源には砂鉄が使用された可能性が高い，

ものと推定される。

（９）試料番号 FBI０００００９ 鉄滓→ガラス質滓

長さ４２�，幅３５�，厚さ２３�で，須恵器片か鉱物を噛み

込んでいる様な部分も観察される流出滓状の小片試料であ

る。その外観写真を後頁に示した。上部は胡麻塩状の斑で

光沢があり，下部は褐色の水酸化鉄に薄く覆われ，部分的

に黒色発泡粗鬆な滓状を呈する。全体に着磁力は中程度で，

ＭＣ反応はない。総重量は１９．６ｇである。

滓断面の１００倍と４００倍の顕微鏡写真を後頁に示した。顕

微鏡組織には，滓中に大小多くの空孔が散在し，空孔内に

は赤褐色の銹化した酸化鉄（酸化第二鉄，Fe２O３）と思わ

れる組織も観察される。鉱物組成は，一様に溶融した基地

のガラス質スラグが主体であり，特定できる鉱物結晶は観

察されない。

別頁のＸ線回折チャートでは，鉱物である［Plagioclase：

（Na，Ca）（Al，Si）４O８］の強いピークが検出され，こ

の他中程度のマグネタイト（Fe３O４）と鉱物質シリカ（SiO

２）の存在がみとめられる。また，ファイヤライト（２FeO

・SiO２）や，ウスタイト（FeO）および金属鉄（α－Fe）

の存在を表わすピークは検出されない。

付 編
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化学成分分析の結果（後頁の表２）によると，全鉄（T．

Fe）は７．１１％と少なく，酸化第一鉄（ウスタイト：FeO）

１．７４％に対して，酸化第二鉄（ヘマタイト：Fe２O３）は

７．８３％と相対的に高い。また，金属鉄（M．Fe）は０．２８％

と少なく，一方滓中の成分の指標となる所謂造滓成分（SiO

２＋Al２O３＋CaO＋MgO＋Na２O＋K２O）は８８．７％と非常に

高い。総じて，成分的には鉄分が少なくガラス質成分の多

いガラス質滓あるいは粘土遺物の成分構成に類似している。

一方，チタニア（TiO２）は０．６６％，バナジウム（V）も

０．０１６％存在するが，その由来を砂鉄原料によるものなのか，

あるいは粘土１）によるものなのかを区別するのが困難な

残存レベルにある。しかし，鉱石に含有される成分の一つ

である銅（Cu）は０．００３％と更に少ないので，鉱石を始発原

料とする製鉄工程で生成した可能性は少ないものと推定さ

れる。また，化合水の値は０．３２％なので，残存する鉄分が

酸化第二鉄と水との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイト

等のオキシ水酸化鉄（α－FeOOH等）の状態ではほとんど

残存していないことが推定される。

一方，本試料の製鉄工程上の位置づけは，後頁の図１と

図２の結果では，砂鉄を始発原料とする製錬滓の一種であ

る炉壁粘土と反応して鉄分を殆ど含有しないガラス質滓に

近いが，本試料のチタニアの含有量レベルは低く，また，

同一遺構から出土した前述の鍛冶滓の存在を考慮すると，

一般に“けら”など素材的に完成されたものからの加工で

は，ウスタイト（FeO）の晶出した比重大の鉄滓を伴うが，

素材的に未完成のものを対象とする精錬工程では高温状態

で行うために，比較的比重の小さなガラス質の鉄滓を排出

すること２）および本試料の化学成分は鍛錬鍛冶工程にお

ける赤熱鉄材の酸化防止汁を塗布した溶融物の化学成分３）

にも類似し，かつCaOおよびMgOなどの塩基成分量も

９．０５％と多く，先の試料・FBI００００００５と同様である。

したがって，本試料は，恐らく鍛冶工程の作業で排出さ

れたガラス質滓である可能性が高いと推定される。

４．まとめ

考察の結果は次のようになる。

１）出土した製鉄遺物の製鉄工程上の位置づけは，以下の

通り推定された。

�試料番号FBI０００００１，０００００２そして０００００７は，炉壁等

の粘土材が溶融・流出した粘土溶融物である。

�試料番号FBI０００００５と０００００９は，鍛冶工程で排出され

たガラス質滓である。他方，FBI０００００４試料も鍛冶工程で排

出された鍛冶滓の一種（通常の精錬，鍛錬鍛冶滓とは成分

構成が異なる）である。

	試料番号FBI０００００６と０００００８は鍛冶滓で，前者は精錬

工程の後半作業または鍛錬工程の前半作業の何れかで排出

された鉄滓であり，一方後者は椀形精錬鍛冶滓である。


試料番号FBI０００００３は，炭素含有量３．５５％で不純物の

少ない鼠鋳鉄鉄塊系遺物である。

２）本遺跡から出土した鉄滓類の始発鉄原料には，砂鉄が

使用された可能性が高いと推定されるが，一方試料FBI

０００００３の鼠鋳鉄鉄塊系遺物の始発鉄原料を特定することは

困難であった。
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化学成分分析表

試料� MnO TiO２ Cr２O３ 化合水 P２O５ C V Cu 造滓成分 TiO２／T.Fe
FBI００１ ０．１４ ０．７９ ０．００６ ０．４５ ０．３０２ ０．０５６ ０．０１１ ０．００４ ８８．３０ ０．１１１
FBI００２ ０．１３ ０．７０ ０．００６ ０．８５ ０．２７２ ０．０６３ ０．０１ ０．００４ ８９．０１ ０．１１１
FBI００４ ０．０８ ０．５８ ０．００２ ０．３９ ０．１３０ ０．０５９ ０．００８ ０．０２１ ４９．８７ ０．０１６
FBI００５ ０．１７ ０．９６ ０．０２０ ０．５４ ０．３４９ ０．０６３ ０．０１２ ０．００７ ８５．７１ ０．１１１
FBI００６ ０．０８ ０．４６ ０．００１ ０．７６ ０．２４１ ０．０６９ ０．００６ ０．００４ ３８．９９ ０．０１０
FBI００７ ０．１３ ０．８８ ０．０１２ ０．３７ ０．２４１ ０．０４７ ０．０１１ ０．００２ ８８．７１ ０．１３４
FBI００８ ０．０５ ０．３５ ０．００１ ０．５３ ０．２７５ ０．０４９ ０．００４ ０．０２９ ３５．７２ ０．００７
FBI００９ ０．１４ ０．６６ ０．０１８ ０．３２ ０．１１８ ０．０３２ ０．０１６ ０．００３ ８８．７１ ０．０９３

試料� C Si Mn P S Cu Ni Cr Al V
FBI００３ ３．５５ ０．０３７ ０．００１ ０．１１０ ０．１ ０．００７ ０．００１ ０．００１ ０．０１２ ０．００１

試料� Ti Ca Mg
FBI００３ ０．００１ ０．０９０ ０．００７

試料� T・Fe M・Fe FeO Fe２O３ SiO２ Al２O３ CaO MgO K２O Na２O
FBI００１ ７．１３ ０．５６ １．０７ ８．２１ ６２．１ １４．４ ３．６５ １．７２ ３．５１ ２．９２
FBI００２ ６．２９ ０．２２ ０．９０ ７．６８ ６０．７ １５．２ ４．９０ １．６２ ３．２８ ３．３１
FBI００４ ３６．９ ０．２８ ３０．１ １８．９ ３５．４ ８．４２ １．９１ １．１０ １．４９ １．５５
FBI００５ ８．６８ ０．２７ ２．６１ ９．１２ ５８．３ １３．２ ６．１５ ２．１８ ３．３６ ２．５２
FBI００６ ４５．２ ０．２８ ４７．５ １１．５ ２７．０ ６．１５ ２．５９ ０．７５ １．６５ ０．８５
FBI００７ ６．５８ ０．１７ １．４２ ７．５９ ６２．７ １６．２ ３．０５ １．７２ ２．６０ ２．４４
FBI００８ ４８．１ ０．５６ ５２．６ ９．４９ ２５．１ ５．９１ １．９７ ０．５８ １．３６ ０．８０
FBI００９ ７．１１ ０．２８ １．７４ ７．８３ ６０．６ １５．１ ５．７５ ３．３０ １．０８ ２．８８

表２ 高木・北ノ脇遺跡出土鉄滓類の化学成分分析結果（２－１）

高木・北ノ脇遺跡出土鉄滓類の化学成分分析結果（２－２）

〔分析方法〕ＪＩＳに準拠し、以下の方法で行いました。

Ｔ．Ｆｅ ：三塩化チタン還元－二クロム酸カリウム滴定法

Ｍ．Ｆｅ ：臭素メタノール分解－ＥＤＴＡ滴定法

ＦｅＯ ：二クロム酸カリウム滴定法

Ｆｅ２Ｏ３：計算

Ｃ．Ｗ． ：カールフィッシャー法

Ｃ ：燃焼－赤外線吸収法

ＣａＯ，ＭｇＯ，ＭｎＯ，Ｃｒ２Ｏ３，Ｎａ２Ｏ，Ｖ，Ｃｕ： ＩＣＰ発光分析法

ＳｉＯ２，Ａｌ２Ｏ３，ＣａＯ，ＭｇＯ，ＴｉＯ２，Ｐ２Ｏ５，Ｋ２Ｏ ： ガラスビード蛍光Ｘ線分析法

但しＣａＯ，ＭｇＯ，ＭｎＯは含有率に応じてＩＣＰ分析法または蛍光Ｘ線分析法

表３ 高木・北ノ脇遺跡出土鉄塊の化学成分分析結果

〔分析方法〕ＪＩＳに準拠し、以下の方法で行いました。

Ｓｉ，Ｍｎ，Ａｌ，Ｐ，Ｃｕ，Ｔｉ，Ｃｒ，Ｎｉ，Ｖ：ＩＣＰ発行分析法

Ｃ，Ｓ：燃焼－赤外線吸収法

Ｃａ，Ｍｇ，Ｎｉ：原子吸光分析法

付 編
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６．参考

（１）鉄滓の発生を鉄の生産工程から大きく分類すると，

�製錬滓 砂鉄や鉄鉱石を木炭等の炭素で還元して，

酸素を取り除き，金属鉄を取り出す時に発

生するもので，炉内滓や炉底滓および炉外

流出滓などがある。

�精錬鍛冶滓（大鍛冶滓） �で出来た鉄塊から，さらに不

純物を取り 出して加工しやすい状態の鉄

素材（鉄塊）にする時に生成するもので，

成分的には�の製錬滓に近い。

	鍛錬鍛冶滓（小鍛冶滓） �で出来た鉄素材や製品の鉄を

加熱・鍛打して，鉄製品を作っていく過程

で生成する鉄滓で，その生成過程により椀

形鍛冶滓，鍛造剥片や粒状鉄滓（通称湯玉）

等の形となる。


鋳物滓 鉄を溶解し，鋳型に流し込んで鋳物を作る

時に生成するもの。

等がある。

本報告では，本遺跡出土試料の製鉄工程上の位置づけを

特定するために，これまでの製鉄関連遺跡１）３）４）よ

り出土した鉄滓類の分析データ（約４５０点）と合わせて，T．

Fe－TiO２分布図（図１参照），T．Fe－造滓成分分布図

（図２参照）そして鍛冶滓の分類図（図３参照）の作成を

行い，本試料との比較分析を行った。

鉄は再加工（いわゆるリサイクル）の可能な素材として

利用できるので，鍛冶場には各地で新規に生産された鉄と

同時にリサイクル品が持ち込まれてきた可能性もあると考

えるのが妥当である。

素材である鉄や鉄塊がどこで生産されたものか，製鉄技

術の進歩の状況はどうであったか等については，特定製鉄

遺跡に付随する鍛冶工房や，製品としての鉄器類の追跡調

査研究を進めて行く過程で更に解明出来るものと思われる。

（２）鉄の分析結果について

分析結果表に記載されている全鉄分（Total Fe＝T．Fe

と表示）の量と，その後に記載されている金属鉄（Metal-

lic Fe＝M．Fe），酸化第一鉄（FeO）および酸化第二鉄

（Fe２O３）との関係を簡単に述べると，後者の二つは酸化

鉄（鉄と酸素の化合物）を示しており，それらの中の鉄

図１ 出土鉄滓類の全鉄量（T．Fe）－チタニア（TiO２）量分布図
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図２ 製錬滓と鍛冶滓の分類

図３ 砂鉄系鍛冶滓と鉱石系製錬滓の分類
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（Fe）の量とM．Feの量とを合計したものが前者のT．Fe

となる。

したがって，分析値を合計する場合には全鉄分を除外し

て集計する必要がある。

また，酸化鉄にはこの他にもいろいろな形態をしたもの

があり，鉄滓中の鉄の成分量を見る場合には，全鉄分（T．

Fe）が重要になる。

なお，酸化鉄の他の化合物としては四三酸化鉄（FeO・Fe

２O３＝Fe３O４）があるが，化学成分分析から直接含有量

は求められない。

また，水分との接触が多い鉄器や鉄滓の場合，水分（C．

W．）と酸化第二鉄とが結合したオキシ水酸化鉄（Fe２O

３・H２O＝２FeOOH）が一般的に認められる。その時の鉄

銹の形態は，ゲーサイト［Goethite：α－FeOOH］，アカゴ

ナイト［Akagonite：β－FeOOH］，レピッドクロサイト

［Lepidocrocite：γ－FeOOH］の３種であり，生成環境や条

件により変化する。

（３）鉄滓の化合物について

鉄滓を構成する化合物は一般に次のようなものであり，

顕微鏡写真およびＸ線回折の結果によると，原則としてこ

れらの存在がいずれかの組み合わせで認められる。なお，

このほかにガラス質の化合物も存在する。

ウスタイト ：Wustite（FeO） 白色の繭玉または葡萄の

房状結晶

ファイヤライト：Fayalite（２FeO・SiO２） 短冊状やレー

ス状の長い結晶

マグネタイト ：Magnetite（Fe３O４） 多角盤状または

樹枝状の結晶

ヘマタイト ：Hematite（α－Fe２O３） 赤褐色～赤紫

色

マグヘマイト ：Maghemite（γ－Fe２O３） 赤紫色～黒紫

色

ウルボスピネル：Ulvospinel（２FeO・TiO２） 淡褐色，角

尖状～六角形状結晶

イルメナイト ：Ilmenite（FeO・TiO２） 褐色針状の長い

結晶

シュードブルッカイト：Pseudobrookite（Fe２O３・TiO

２） 針状または板状結晶

ゲーサイト ：Goethite（α－FeOOH） 黄赤色，不定型

アカゴナイト ：Akagonite（β－FeOOH） 黄色，不定型

レピッドクロサイト：Lepidocrocite（γ－FeOOH） 橙

赤色，不定型

ヘーシナイト ：Hercynite（FeO・Al２O３） ウスタイト

中に多く析出。胡麻粒状

この他，石英＝クオーツ（Quartz：SiO２），ルーサイト

（Leucite：KAlSi２O６），プラギオクレーゼ［Plagioclase：

（Na，Ca）（Al，Si）４O８］，ドロマイト［Dolomite：

CaMg（CO３）２］等の鉱物やガラス質のものがある。な

お，色調は前記したものと若干異なる場合もある。
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ＦＢＩ０００００１ ＦＢＩ０００００１ ＦＢＩ０００００２

ＦＢＩ０００００２ ＦＢＩ０００００３ ＦＢＩ０００００３

ＦＢＩ０００００４ ＦＢＩ０００００４ ＦＢＩ０００００５

写真１ 高木・北ノ脇遺跡の鉄滓外観写真
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ＦＢＩ０００００５ ＦＢＩ０００００６ ＦＢＩ０００００６

ＦＢＩ０００００７ ＦＢＩ０００００７ ＦＢＩ０００００８

ＦＢＩ０００００８ ＦＢＩ０００００９ ＦＢＩ０００００９

写真２ 高木遺跡の鉄滓外観写真

２２９



×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真３ 北ノ脇遺跡 試料�FBI０００００１ 鉄滓の組織写真

×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真４ 高木遺跡 試料�FBI０００００２ 鉄滓の組織写真

×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真５ 高木遺跡 試料�FBI０００００３ 鉄滓の組織写真（ナイタール腐食）

付 編
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×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真６ 高木遺跡 試料�FBI０００００４ 鉄滓の組織写真

×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真７ 高木遺跡 試料�FBI０００００５ 鉄滓の組織写真

×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真８ 高木遺跡 試料�FBI０００００６ 鉄滓の組織写真

２３１



×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真９ 高木遺跡 試料�FBI０００００７ 鉄滓の組織写真

×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真１０ 高木遺跡 試料�FBI０００００８ 鉄滓の組織写真

×１００ ×４００

（写真は２／３に縮小）

写真１１ 高木遺跡 試料�FBI０００００９ 鉄滓の組織写真

付 編
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試験報告書

１．件名

Ｘ線回折による鉄滓の定性分析

２．試料番号

FBI０００００８ FBI０００００９

３．測定装置

理学電機株式会社製ガイガー・フレックス（RAD－�

Ａ型）

４．測定条件

�使用Ｘ線 ： Co－Kα （波長＝１．７９０２１A）

�Ｋβ線の除去 ： Fe

	管電圧・管電流 ： ５０kV・３５mA


スキャニング・スピード ： ２°／min.

�サンプリング・インターバル ： ０．０２０°

D. S. スリット ： １°

�R. S. スリット ： ０．３ｍｍ

�S. S. スリット ： １°

�検出器 ： シンチレーション・カウンター

５．測定結果

同定された物質はチャートに記入しましたので御参照

下さい。

図４ 試料�FBI０００００８のＸ線回折
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付編４ 山王川原・高木・北ノ脇遺跡出土の須恵器と土師器の蛍光Ｘ線分析

奈良教育大学 三辻 利一

１）はじめに

土器胎土中には種々の元素が含まれていることは周知の

事実である。しかし，これらの元素の含有量を求めただけ

では考古学に関する有意な情報を引き出すことはできない。

須恵器の産地問題の研究では，前以って，各窯群の須恵器

胎土の特徴を示す元素（これを指紋元素と呼ぶ）を求めて

おき，指紋合わせの考え方で産地を求める。産地推定とは

指紋分析に他ならないのである。しかし，指紋合わせをす

る前に，なんらかの形で遺跡から出土した須恵器胎土を整

理しておくことが必要である。本報告ではクラスター分析

法を使い，山王川原，北ノ脇，高木の３遺跡から出土した

須恵器胎土を分類し，胎土の共通性と，その逆の異質性を

調べてみた。また，高木遺跡から出土した土師器胎土につ

いても，どの程度のまとまりがあるかについても検討した。

２）分析結果

分析結果は表１にまとめられている。全分析値は同時に

測定した岩石標準試料，ＪＧ－１による標準化値で表示さ

れている。この値に，地質調査所が公表しているＪＧ－１

の各元素の分析値（％または ppm）を乗ずれば，須恵器胎

土中の各元素の分析値が％またはppm表示で得られる訳で

あるが，指紋分析では必ずしも，％，ppm表示は必要では

なく，むしろ，ＪＧ－１の標準化値の方が統計計算や分析

図作成には便利であるので，筆者はＪＧ－１による標準化

値を分析値として使用している。

今回のデータ解析には指紋元素として，K，Ca，Rb，Sr

の４元素を使用した。Fe，Na は参考するにとどめた。

図７には，３遺跡から出土した須恵器のクラスター分析

の結果が示されている。横軸に並んだ数字はコンピュータ

にデータ入力した順番を示す番号（クラスター番号として

ある）である。試料量不足のため分析できなかった試料も

あり，また，Caの含有量が異常に多いため，クラスター分

析から除去したものもあるため，クラスター番号は必ずし

も，試料番号とは一致しなくなった。それで表１には試料

番号の他にクラスター番号を記載してある。クラスター分

析は須恵器と土師器についてはそれぞれ別に行っているの

で，須恵器クラスター番号と，土師器クラスター番号の２

種のクラスター番号が必要となった。それぞれ，表１では

分けて記載してある。なお，試験的にＴ点の土師器は須恵

器のクラスター分析に含めてみた。試料番号FBI０１３２～０１３６

である。表１をみるときにはご注意下さい。

図７のデンドログラムから，・２７～１０４をＡ群，・４５～４７

をＢ群，・９０～７３をＣ群，・８１～１１０をＤ群として分類し，

他を未分類試料とした。クラスター分析の結果はK－Ca，

Rb－Sr 分布図を作成し，確認するのが普通である。図８に

は山王川原遺跡から出土した須恵器の分類結果を含めて作

成した両分布図を示す。各点はクラスター分析によって分

類されたＡ，Ｂ，Ｃ群に分けてプロットしてある。Ｄ群は

その他の試料と一括して表示した。なお，図８～１０にはで

きるだけ多くの各群の試料を包含するようにして各群領域

を描いてある。これらは各群を比較対照するために描いた

ものであり，統計学的な意味のある領域ではない。Ａ，Ｂ，

Ｃ群の試料は比較的近接して分布するが，とくに，Ａ，Ｂ

群の領域はかなりの部分が重複しており，Ａ，Ｂ両領域を

まとめて一つの領域にすると広がりが大きすぎる。それで，

Ａ，Ｂ別群に分類することにした。Ｂ群に帰属する試料は

多いが，この分布領域は山崎窯の製品の分布領域にほぼ対

応する。県内の山崎窯産の可能性をもつ。今回は２群間判

別分析をすることはできなかったが，いずれ，その計算を

する予定でいる。Ａ，Ｃ群も県内産のものである可能性が

ある。その他に含まれる大半の試料にはCa，Sr量が少ない。

これらは陶邑産と猿投産の製品である可能性がある。未分

類の試料のうち，No９の高杯のみは産地不明である。

図９には北ノ脇遺跡出土須恵器の両分布図を示す。Ｂ群

に分類された試料が主成分となる。ここではＤ群に分類さ

れた試料は２点あるが，FBI００４６の高杯とFBI００５１の杯であ

り，いずれも食膳具である。この２点はFe，Naの含有量か

らみても陶邑産の可能性がある。未分類の試料にも２～３

種類の胎土があり，それぞれ，別産地の製品とみられる。

図１０には高木遺跡出土須恵器の両分布図を示す。一部に
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重複するところがあるものの，明らかに，Ａ，Ｂ，Ｃの３

種類の胎土があることがわかる。３種類の胎土があること

は３遺跡に共通である。そして，その他の試料の中に，Ca，

Sr 量が少ないものが圧倒的に多いことがわかる。これらの

多くは，もし，７世紀代の須恵器であるとすれば，陶邑産

の可能性が高い。さらに，Ca，Sr量が多い数点の試料も３

遺跡に共通してみつけられているが，その産地は不明であ

る。

以上の結果から，Ａ，Ｂ，Ｃ群胎土を持つ須恵器と，Ｄ

群に分類されたCa，Sr量の少ない胎土をもつ須恵器が出土

することは山王川原，北ノ脇，高木の３遺跡に共通した点

であることがわかった。このうち，Ａ，Ｂ，Ｃ群は在地産

とみられ，Ｄ群は陶邑からの搬入品である可能性があるこ

とがわかった。

次に，高木遺跡から出土した土師器のクラスター分析の

結果を示す。まとまって群を形成せず，小さな小枝に分か

れることがわかる。このことはこれらの土師器はあちこち

で散発的に作られたものであり，集中生産されたものでは

ないことを示している。これらの土師器の両分布図は図１２

に示されている。デンドログラムからも予想されるように，

かなり広がって分布する。しかし，全体にK，Rb量が少な

いという傾向があり，この特徴をもつ在地産の土師器と考

えられる。しかし，このうち，土師器クラスター番号の・

４と５，・２と３，・７と１５，・１２と１６，・１７と１８はそれ

ぞれ同じ胎土であり，同じところで製作された土師器と考

えられる。土師器のデータ解読法は須恵器のように出来上

がった訳ではないが，このような方法で基礎データを集積

することによって開発されてくるものと思われる。

クラスター番号 試料番号 遺跡名 種 別 器 種 K Ca Fe Rb Sr Na 分 類

１ FBI０００１ 山王川原 須恵器 壺蓋 ０．５１６ ０．２１４ ３．７６０ ０．４６６ ０．４３９ ０．２４６ Ａ

２ FBI０００２ 山王川原 須恵器 高杯 ０．４８３ ０．２３８ ３．９７０ ０．４４３ ０．４３２ ０．２２０ Ａ

３ FBI０００３ 山王川原 須恵器 鉢 ０．４８２ ０．１３１ ３．６１０ ０．４６８ ０．３４２ ０．１７５ Ｄ

４ FBI０００４ 山王川原 須恵器 壺 ０．３６１ ０．４８０ ３．９２０ ３．９２０ ０．６００ ０．３１５ Ｃ

５ FBI０００５ 山王川原 須恵器 杯身 ０．４６９ ０．２５４ ３．８１０ ０．３８９ ０．４８６ ０．２５４ Ａ

６ FBI０００６ 山王川原 須恵器 高杯 ０．４３３ ０．０６４ １．９００ ０．７０３ ０．２５０ ０．０７３ 未分類

７ FBI０００７ 山王川原 須恵器 杯蓋 ０．４４７ ０．１２７ ２．３９０ ０．５２０ ０．３９５ ０．２６５ Ｄ

８ FBI０００８ 山王川原 須恵器 杯身 ０．５１１ ０．１３７ ２．６９０ ０．７７６ ０．３０８ ０．１３５ 未分類

９ FBI０００９ 山王川原 須恵器 高杯 ０．３５７ ０．６１１ ３．０００ ０．２７３ ０．８６５ ０．３９９ 未分類

１０ FBI００１０ 山王川原 須恵器 甕 ０．３８７ ０．３５１ １．８００ ０．３７０ ０．６２３ ０．３１７ Ｂ

１１ FBI００１１ 山王川原 須恵器 杯蓋 ０．５１７ ０．１８７ ３．４９０ ０．５５９ ０．４１７ ０．２５７ Ｄ

１２ FBI００１２ 山王川原 須恵器 杯蓋 ０．３３１ ０．０４４ ３．０４０ ０．４１５ ０．１９７ ０．０６４ 未分類

１３ FBI００１３ 山王川原 須恵器 瓶 ０．３３７ ０．４１８ １．２６０ ０．３３１ ０．７６５ ０．３８８ Ｃ

１４ FBI００１４ 山王川原 須恵器 甕 ０．３８３ ０．２９８ ３．３２０ ０．３５６ ０．４１４ ０．２６７ Ｂ

１５ FBI００１５ 山王川原 須恵器 甕 ０．３１４ ０．４００ ２．６５０ ０．３６１ ０．５４９ ０．２８２ Ｃ

１６ FBI００１６ 山王川原 須恵器 高杯 ０．３６５ ０．２８４ １．６３０ ０．３３９ ０．５４７ ０．３０１ Ｂ

１７ FBI００１７ 山王川原 須恵器 蓋 ０．４３９ ０．４０３ ２．９７０ ０．３６９ ０．６０６ ０．３６６ Ｂ

１８ FBI００１８ 山王川原 須恵器 蓋 ０．６５７ ０．１３９ １．５４０ ０．６９９ ０．２４９ ０．３０４ 未分類

１９ FBI００１９ 山王川原 須恵器 蓋 ０．３１６ ０．３９５ ３．４４０ ０．３０７ ０．４７６ ０．１８１ Ｃ

２０ FBI００２１ 山王川原 須恵器 杯 ０．６２８ ０．１７１ １．６００ ０．６７６ ０．３２７ ０．３３０ 未分類

２１ FBI００２２ 山王川原 須恵器 杯 ０．３５０ ０．２９２ ３．３１０ ０．３２８ ０．４７４ ０．１３０ Ｂ

２２ FBI００２３ 山王川原 須恵器 杯 ０．２９４ ０．５０１ ３．４３０ ０．２８２ ０．５４５ ０．２００ Ｃ

２３ FBI００２４ 山王川原 須恵器 杯 ０．３７５ ０．３２５ ２．６９０ ０．４１３ ０．５４７ ０．３０６ Ｂ

２４ FBI００２５ 山王川原 須恵器 高台杯 ０．３１４ ０．４５９ ３．３６０ ０．３０５ ０．５２５ ０．１９７ Ｃ

２５ FBI００２６ 山王川原 須恵器 高台杯 ０．３２４ ０．５０７ ３．４６０ ０．３０６ ０．５５６ ０．２０３ Ｃ

２６ FBI００２７ 山王川原 須恵器 杯蓋 ０．３７３ ０．４１１ ２．０９０ ０．３５２ ０．７２６ ０．３３４ Ｂ

２７ FBI００２８ 北ノ脇 須恵器 杯身 ０．４６０ ０．２４８ ３．３３０ ０．４０１ ０．４９３ ０．２４９ Ａ

２８ FBI００２９ 北ノ脇 須恵器 杯蓋 ０．４７７ ０．２８０ ３．４１０ ０．４１４ ０．５２３ ０．２８４ Ａ

表１ 阿武隈川右岸築堤遺跡出土須恵器の分析データ
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クラスター番号 試料番号 遺跡名 種 別 器 種 K Ca Fe Rb Sr Na 分 類

２９ FBI００３０ 北ノ脇 須恵器 杯蓋 ０．２９１ ０．３３５ ３．８９０ ０．１９６ ０．４４３ ０．２２６ Ｃ

３０ FBI００３１ 北ノ脇 須恵器 高台杯 ０．３８８ ０．３１３ １．９２０ ０．３７０ ０．５５０ ０．３０１ Ｂ

３１ FBI００３３ 北ノ脇 須恵器 杯 ０．４５５ ０．２３０ ３．７８０ ０．４０５ ０．３７１ ０．０９６ Ａ

３２ FBI００３４ 北ノ脇 須恵器 杯 ０．３９８ ０．２３２ ３．９３０ ０．４１７ ０．３６３ ０．１３６ Ａ

３３ FBI００３５ 北ノ脇 須恵器 杯 ０．３９０ ０．３１３ １．９４０ ０．３８２ ０．６１６ ０．２９９ Ｂ

３４ FBI００３６ 北ノ脇 須恵器 高台杯 ０．３６７ ０．３５８ ２．４１０ ０．３３０ ０．５８４ ０．２９２ Ｂ

３５ FBI００３７ 北ノ脇 須恵器 高台杯 ０．３８６ ０．３４６ ２．５２０ ０．３４８ ０．５５８ ０．３１０ Ｂ

３６ FBI００３８ 北ノ脇 須恵器 瓶（？） ０．３５６ ０．６１１ １．８００ ０．３３６ ０．８０５ ０．３６１ 未分類

３７ FBI００３９ 北ノ脇 須恵器 甕 ０．３２０ ０．３９７ ２．２７０ ０．３１２ ０．６０６ ０．３０４ Ｃ

３８ FBI００４０ 北ノ脇 須恵器 不明 ０．３５８ ０．５０１ ２．９２０ ０．３４９ ０．６２８ ０．３０５ Ｃ

３９ FBI００４１ 北ノ脇 須恵器 甕 ０．４４２ ０．２９８ ２．９７０ ０．３６９ ０．４９３ ０．４９２ Ａ

４０ FBI００４２ 北ノ脇 須恵器 甕 ０．３１８ ０．５９８ ２．１６０ ０．３３６ ０．７０４ ０．２８１ 未分類

４１ FBI００４３ 北ノ脇 須恵器 甕 ０．４６５ ０．４７７ ２．８５０ ０．５０４ ０．６３５ ０．２５９ Ｂ

４２ FBI００４４ 北ノ脇 須恵器 杯蓋 ０．３２３ ０．４２６ １．８７０ ０．２８３ ０．５４４ ０．１８３ Ｃ

４３ FBI００４５ 北ノ脇 須恵器 鉢 ０．３８８ ０．４２４ ２．１００ ０．３８３ ０．６１２ ０．２６９ Ｂ

４４ FBI００４６ 北ノ脇 須恵器 高杯 ０．４９４ ０．１５６ ２．３７０ ０．５０４ ０．４０１ ０．１９７ Ｄ

４５ FBI００４７ 北ノ脇 須恵器 大甕 ０．４３５ ０．３９８ １．８７０ ０．４１８ ０．６６４ ０．３７１ Ｂ

４６ FBI００４８ 北ノ脇 須恵器 小壺（？） ０．５８６ ０．１７１ １．３６０ ０．６６０ ０．３２１ ０．２７７ 未分類

４７ FBI００４９ 北ノ脇 須恵器 杯 ０．３３１ ０．３５５ ２．０４０ ０．３５１ ０．５８６ ０．２８３ Ｂ

４８ FBI００５０ 北ノ脇 須恵器 杯蓋 ０．３３１ ０．３８８ ２．１６０ ０．２６７ ０．５９４ ０．３２１ Ｃ

４９ FBI００５１ 北ノ脇 須恵器 杯身 ０．４２７ ０．２３６ ３．１４０ ０．５２１ ０．３７３ ０．１６３ Ｄ

５０ FBI００５２ 北ノ脇 須恵器 小甕 ０．３９８ ０．３６５ １．９７０ ０．３８５ ０．６２２ ０．３２４ Ｂ

５１ FBI００５３ 北ノ脇 須恵器 甕 ０．３７７ ０．５６８ １．７７０ ０．３５７ ０．７９７ ０．３０３ 未分類

５２ FBI００５４ 高木 須恵器 不明 ０．４７６ ０．１３９ ２．７１０ ０．４９８ ０．３７６ ０．１２３ Ｄ

５３ FBI００５５ 高木 須恵器 杯蓋 ０．４９９ ０．１２２ ３．３１０ ０．４７５ ０．３１６ ０．１５１ Ｄ

５４ FBI００５６ 高木 須恵器 � ０．４５８ ０．０７３ １．８３０ ０．６２１ ０．２６５ ０．０５９ Ｄ

５５ FBI００５７ 高木 須恵器 壺 ０．３５９ ０．２８７ １．９７０ ０．３７１ ０．５０９ ０．２６７ Ｂ

５６ FBI００５８ 高木 須恵器 甕 ０．３８５ ０．３８９ ２．０３０ ０．２９７ ０．６３７ ０．３１４ Ｃ

５７ FBI００５９ 高木 須恵器 高杯 ０．５０８ ０．０７８ ２．６４０ ０．５７７ ０．２３４ ０．０８２ Ｄ

５８ FBI００６０ 高木 須恵器 蓋 ０．５１６ ０．２７８ ２．７９０ ０．５８７ ０．５４７ ０．２５９ Ｄ

５９ FBI００６１ 高木 須恵器 甕 ０．４７１ ０．３４８ １．７６０ ０．４０５ ０．５３４ ０．３７２ Ａ

６０ FBI００６２ 高木 須恵器 杯蓋 ０．３３８ ０．４５７ ２．１６０ ０．２９５ ０．６３１ ０．３１３ Ｃ

６１ FBI００６３ 高木 須恵器 杯 ０．５０２ ０．１２２ ３．０７０ ０．５１８ ０．３４６ ０．１５１ Ｄ

６２ FBI００６４ 高木 須恵器 � ０．３２３ ０．３７１ ３．６９０ ０．３０８ ０．３９１ ０．２２６ Ｃ

６３ FBI００６６ 高木 須恵器 � ０．７２５ ０．０７８ ２．１８０ ０．８４１ ０．２４２ ０．２１１ 未分類

６４ FBI００６７ 高木 須恵器 提瓶 ０．３９９ ０．６６７ ２．０９０ ０．３２１ ０．７８１ ０．３９１ 未分類

６５ FBI００６８ 高木 須恵器 甕 ０．４１８ ０．５４８ ３．３７０ ０．３４９ ０．８５８ ０．２４３ 未分類

６６ FBI００６９ 高木 須恵器 甕 ０．３８３ ０．３２５ ２．３３０ ０．３４６ ０．５２５ ０．２８６ Ｂ

６７ FBI００７０ 高木 須恵器 甕 ０．３３２ ０．３８４ １．９１０ ０．２８７ ０．６６４ ０．３４７ Ｃ

６８ FBI００７１ 高木 須恵器 長頸瓶 ０．６３９ ０．１０６ １．５８０ ０．６８５ ０．２４７ ０．３７２ 未分類

６９ FBI００７２ 高木 須恵器 杯蓋 ０．４４５ ０．４０６ ２．２００ ０．４８５ ０．６２８ ０．３０５ Ｂ

７０ FBI００７３ 高木 須恵器 杯身 ０．４４７ ０．３８２ ２．１７０ ０．４７３ ０．６５２ ０．２７８ Ｂ

７１ FBI００７４ 高木 須恵器 蓋 ０．２９６ ０．３４０ １．８１０ ０．２７０ ０．６２１ ０．３０９ Ｃ

７２ FBI００７５ 高木 須恵器 長頸瓶 ０．７１９ ０．３８６ １．４１０ ０．６７８ ０．４６９ ０．３２９ 未分類

７３ FBI００７７ 高木 須恵器 蓋 ０．３４０ ０．３１５ ２．３６０ ０．２７９ ０．４６０ ０．２０１ Ｃ

７４ FBI００７８ 高木 須恵器 杯 ０．３８２ ０．３１１ １．９１０ ０．３８０ ０．５８８ ０．３０５ Ｂ

７５ FBI００７９ 高木 須恵器 台付盤 ０．３４４ ０．５９８ ２．１５０ ０．３１９ ０．８２３ ０．３３４ 未分類

７６ FBI００８０ 高木 須恵器 甕 ０．３４７ ０．３５８ ３．９４０ ０．２６１ ０．４６２ ０．２３３ Ｃ

７７ FBI００８１ 高木 須恵器 甕 ０．４１８ ０．５０２ ２．４１０ ０．４４５ ０．６００ ０．２５９ Ｂ

７８ FBI００８２ 高木 須恵器 壺 ０．５０２ ０．１２６ ２．９６０ ０．５３９ ０．３５２ ０．１７３ Ｄ

２３７
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７９ FBI００８３ 高木 須恵器 甕 ０．４３０ ０．１７５ ３．８６０ ０．３６６ ０．４１２ ０．２５９ Ａ

８０ FBI００８４ 高木 須恵器 甕 ０．２３７ ０．３６１ ２．１３０ ０．２１２ ０．５８２ ０．１８８ Ｃ

８１ FBI００８５ 高木 須恵器 高杯 ０．３６２ ０．１４１ ２．４００ ０．５３３ ０．４２４ ０．２０６ Ｄ

８２ FBI００８６ 高木 須恵器 � ０．５２８ ０．１３８ ２．５５０ ０．５５３ ０．３８４ ０．１８１ Ｄ

８３ FBI００８７ 高木 須恵器 甕 ０．４１７ ０．３８０ ２．４３０ ０．４３２ ０．５３１ ０．２７４ Ｂ

８４ FBI００８８ 高木 須恵器 甕 ０．３８９ ０．２７５ ２．５６０ ０．３６８ ０．４５９ ０．２６３ Ｂ

８５ FBI００８９ 高木 須恵器 大甕 ０．４００ ０．４１９ ２．３４０ ０．４２０ ０．５７６ ０．２７７ Ｂ

８６ FBI００９０ 高木 須恵器 大甕 ０．４３４ ０．３９２ １．９５０ ０．４５７ ０．６５２ ０．２９１ 未分類

８７ FBI００９１ 高木 須恵器 甕 ０．３９９ ０．５５１ ２．５７０ ０．３４７ ０．６９２ ０．３２８ 未分類

８８ FBI００９２ 高木 須恵器 壺か瓶 ０．２１７ ０．４５５ ３．６２０ ０．１９２ ０．４６６ ０．２６６ Ｃ

８９ FBI００９３ 高木 須恵器 高台杯 ０．３１６ ０．４８６ ３．３８０ ０．３００ ０．５０６ ０．２０１ Ｃ

９０ FBI００９４ 高木 須恵器 蓋 ０．２４６ ０．４２６ ３．２１０ ０．２１７ ０．４８３ ０．２４７ Ｃ

９１ FBI００９５ 高木 須恵器 盤 ０．３６６ ０．５９７ １．７８０ ０．３５５ ０．７８９ ０．２９３ 未分類

９２ FBI００９６ 高木 須恵器 高台杯 ０．５２１ ０．４４７ ２．０６０ ０．４００ ０．５３５ ０．３２４ 未分類

９３ FBI００９７ 高木 須恵器 � ０．５２０ ０．２０５ １．８８０ ０．５７８ ０．２９８ ０．０７９ Ｄ

９４ FBI００９８ 高木 須恵器 小壺（？） ０．４８１ ０．１２２ ３．０６０ ０．５０２ ０．３３５ ０．１６１ Ｄ

９５ FBI００９９ 高木 須恵器 杯 ０．２０４ ０．１８４ ２．１９０ ０．１８６ ０．３６５ ０．２２６ 未分類

９６ FBI０１００ 高木 須恵器 杯蓋 ０．４６９ ０．４０５ ２．１６０ ０．５１０ ０．６３４ ０．３１９ Ｂ

９７ FBI０１０１ 高木 須恵器 小壺 ０．５７６ ０．１７３ １．４００ ０．６６１ ０．３１９ ０．２４３ 未分類

９８ FBI０１０２ 高木 須恵器 高杯 ０．４７４ ０．１３５ ０．９８８ ０．５３３ ０．４１６ ０．１３８ Ｄ

９９ FBI０１０３ 高木 須恵器 � ０．４４７ ０．０７２ ２．１２０ ０．５６８ ０．２６９ ０．０８８ Ｄ

１００ FBI０１０４ 高木 須恵器 杯か高杯 ０．４５２ ０．０７１ １．７４０ ０．６０８ ０．２４７ ０．０６８ Ｄ

１０１ FBI０１０５ 高木 須恵器 高杯 ０．３７４ ０．２３３ ３．９５０ ０．３７４ ０．３５９ ０．２２１ Ａ

１０２ FBI０１０６ 高木 須恵器 杯蓋 ０．４８１ ０．１２１ ３．１１０ ０．４９４ ０．３３４ ０．１４９ Ｄ

１０３ FBI０１０７ 高木 須恵器 杯蓋 ０．４６１ ０．３７８ ２．２３０ ０．４７１ ０．５９４ ０．２７５ Ｂ

１０４ FBI０１０８ 高木 須恵器 杯蓋 ０．３３６ ０．２２０ ４．１４０ ０．３１９ ０．３５９ ０．２２８ Ａ

１０５ FBI０１０９ 高木 須恵器 捏鉢（？） ０．３５７ ０．３４４ ２．４４０ ０．３１９ ０．５６７ ０．２９６ Ｂ

１０６ FBI０１１０ 高木 須恵器 高台杯 ０．３９９ ０．３９３ ２．４２０ ０．３６０ ０．５８２ ０．３１３ Ｂ

１０７ FBI０１１１ 高木 須恵器 杯身 ０．４６９ ０．１２４ ２．５１０ ０．５４０ ０．３６１ ０．１３３ Ｄ

１０８ FBI０１１２ 高木 須恵器 杯身 ０．４５８ ０．２４２ ３．３３０ ０．４０２ ０．４７７ ０．２３７ Ａ

１０９ FBI０１１３ 高木 須恵器 高杯 ０．５０８ ０．１３７ ３．２７０ ０．５１７ ０．３５３ ０．１７６ Ｄ

１１０ FBI０１１４ 高木 須恵器 杯 ０．５４２ ０．１５６ ４．０７０ ０．４００ ０．３２０ ０．１６３ Ｄ

１１１ FBI０１１５ 高木 須恵器 小壺 ０．２３３ ０．５７９ ４．３６０ ０．１７３ ０．５１４ ０．２５８ 未分類

１１２ FBI０１１６ 高木 須恵器 鉢 ０．３６６ ０．３５６ ３．１１０ ０．３９３ ０．５１４ ０．２７９ Ｂ

１１３ FBI０１１７ 高木 須恵器 鉢 ０．４４９ ０．３３３ ２．６６０ ０．４４６ ０．５３９ ０．２８２ Ａ

１１４ FBI０１１８ 高木 須恵器 杯 ０．３７９ ０．１９４ ２．１９０ ０．６１１ ０．４７８ ０．２２４ Ｄ

１１５ FBI０１１９ 高木 須恵器 高台杯 ０．４１９ ０．３４４ １．９１０ ０．３９９ ０．６７６ ０．２４８ Ｂ

１１６ FBI０１２０ 高木 須恵器 高杯 ０．４５７ ０．２４５ ３．３７０ ０．４５９ ０．４５５ ０．２４１ Ａ

１１７ FBI０１２１ 高木 須恵器 不明 ０．４４５ ０．１８１ ３．９４０ ０．３６６ ０．３３１ ０．１８９ Ａ

１１８ FBI０１２２ 高木 須恵器 不明 ０．４２５ ０．１８１ ３．８７０ ０．３６８ ０．３８５ ０．１８４ Ａ

１１９ FBI０１２３ 高木 須恵器 杯蓋 ０．４９６ ０．１５４ ３．３００ ０．４８７ ０．３４８ ０．１２８ Ｄ

１２０ FBI０１２４ 高木 須恵器 杯身 ０．２７０ ０．４１８ ２．８８０ ０．２１８ ０．５０３ ０．２５２ Ｃ

１２１ FBI０１２５ 高木 須恵器 杯身 ０．４５３ ０．４０２ ２．１５０ ０．４９７ ０．６４９ ０．３１９ Ｂ

１２２ FBI０１２６ 高木 須恵器 杯蓋 ０．５２６ ０．１２８ ３．３４０ ０．５４３ ０．３１３ ０．１４９ Ｄ

１２３ FBI０１２７ 高木 須恵器 蓋 ０．３２６ ０．５１５ ２．２４０ ０．３３５ ０．６６２ ０．３０４ Ｃ

１２４ FBI０１２８ 高木 須恵器 杯身 ０．３９８ ０．２１３ ４．０２０ ０．３３４ ０．３６６ ０．１８１ Ａ

１２５ FBI０１２９ 高木 須恵器 瓶（？） ０．３１１ ０．４７２ ２．８２０ ０．３１３ ０．４３３ ０．２０２ Ｃ

１２６ FBI０１３０ 高木 須恵器 提瓶か横瓶 ０．５１２ ０．１２３ ３．２８０ ０．５０８ ０．３４ ０．１４１ Ｄ

１２７ FBI０１３１ 高木 須恵器 杯 ０．４４５ ０．２９７ ３．０１０ ０．４３１ ０．５１６ ０．２７１ Ａ

付 編
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クラスター番号 試料番号 遺跡名 種 別 器 種 K Ca Fe Rb Sr Na 分 類

１ FBI０１３２ 高木 土師器 杯 ０．３５５ ０．７５６ ２．７００ ０．２１３ ０．８４２ ０．３０３

２ FBI０１３３ 高木 土師器 杯 ０．２５８ ０．３４０ ２．３３０ ０．２３０ ０．５６３ ０．２７９ Ｃ（ａ）

３ FBI０１３４ 高木 土師器 杯 ０．２７４ ０．３４９ ２．４５０ ０．２５１ ０．６１４ ０．２５３ Ｃ（ａ）

４ FBI０１３５ 高木 土師器 杯 ０．３５７ ０．３２５ ３．３１０ ０．３１２ ０．４７０ ０．１２４ Ｂ（ｂ）

５ FBI０１３６ 高木 土師器 杯 ０．３８４ ０．２９４ ２．３８０ ０．３３３ ０．５３０ ０．２２４ Ｂ（ｂ）

６ FBI０１３７ 高木 土師器 甕 ０．３２７ ０．５７２ １．７６０ ０．２１５ ０．９６０ ０．２４８

７ FBI０１３８ 高木 土師器 甕 ０．３５０ ０．６２５ ２．９００ ０．２１５ ０．７３９ ０．２１９ （ｅ）

８ FBI０１３９ 高木 土師器 杯 ０．２９６ ０．５０３ ２．２００ ０．２９４ ０．６８４ ０．２０４

９ FBI０１４０ 高木 土師器 杯 ０．３１０ ０．４１５ ３．５４０ ０．２２４ ０．４７０ ０．２４７

１０ FBI０１４１ 高木 土師器 杯 ０．５３６ ０．３７２ １．５２０ ０．４３３ ０．８２８ ０．２７２

１１ FBI０１４２ 高木 土師器 杯 ０．３６８ ０．５４２ ２．２１０ ０．３４７ ０．６７９ ０．２１５

１２ FBI０１４３ 高木 土師器 甕 ０．４４１ ０．５３１ ２．２６０ ０．３１３ ０．８２３ ０．２４６ （ｄ）

１３ FBI０１４４ 高木 土師器 甕 ０．５５１ ０．３３５ ２．５７０ ０．３００ ０．５７７ ０．１８８

１４ FBI０１４５ 高木 土師器 杯 ０．２６４ ０．３８１ ２．９９０ ０．２２０ ０．８１６ ０．１２２

１５ FBI０１４６ 高木 土師器 杯 ０．３００ ０．５５７ ３．３４０ ０．２０９ ０．７０８ ０．１５９ （ｅ）

１６ FBI０１４７ 高木 土師器 杯 ０．４１２ ０．５９８ ２．８３０ ０．２６４ ０．８１６ ０．２４２ （ｄ）

１７ FBI０１４８ 高木 土師器 杯 ０．３２１ ０．４７９ ２．７７０ ０．２４８ １．０１０ ０．２０５ （ｃ）

１８ FBI０１４９ 高木 土師器 杯 ０．２９０ ０．４３３ ３．４６０ ０．２１０ ０．９８２ ０．９１４ （ｃ）

１９ FBI０１４９ 高木 土師器 杯 ０．３３ ０．３８８ ２．９３０ ０．３２２ ０．７３４ ０．２２０

表２ 阿武隈川右岸築堤遺跡出土土師器の分析データ
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１　ＦＢＩ０００１�
　山　１４５図２�

２　ＦＢＩ０００２�
　山　　１２図１０� ３　ＦＢＩ０００３�

　山　　８７図９�
４　ＦＢＩ０００４�
　山　１４５図１７�

５　ＦＢＩ０００５�
　山　　１２図１１�

６　ＦＢＩ０００６�
　山　　４１図７�

７　ＦＢＩ０００７�
　山　１４５図７�

８　ＦＢＩ０００８�
　山　　６１図２�

９　ＦＢＩ０００９�
　山　　３３図５�

１０　ＦＢＩ００１０�
　山　１２６図５�

１１　ＦＢＩ００１１�
　山　　４１図８�

１２　ＦＢＩ００１２�
　山　１４５図６�

１３　ＦＢＩ００１３�
　山　１３１図７�

１４　ＦＢＩ００１４�
　山　１２６図４�

１５　ＦＢＩ００１５　　山　１４５図１８�

１６　ＦＢＩ００１６�
　山　１４５図１６�

１７　ＦＢＩ００１７�
　山　１４５図１�

１８　ＦＢＩ００１８�
　山　１４５図４�

１９　ＦＢＩ００１９�
　山　１４５図３�

２０　ＦＢＩ００２１�
　山　１４５図１２�

　　　ＦＢＩ００２０�
　山　１４５図５�

２１　ＦＢＩ００２２�
　山　１４５図１４�

２２　ＦＢＩ００２３�
　山　１４５図１５�

２３　ＦＢＩ００２４�
　山　１４５図１３� ２４　ＦＢＩ００２５�

　山　１４５図９�

２５　ＦＢＩ００２６�
　山　１２６図３�

２６　ＦＢＩ００２７�
　山　１４５図８ 

２７　ＦＢＩ００２８�
　北　　９１図５�

２８　ＦＢＩ００２９�
　北　１１３図２�

２９　ＦＢＩ００３０�
　北　　５０図２�

３０　ＦＢＩ００３１　　北　４４図３�

　　　ＦＢＩ００３２�
　北　　４４図１�

３１　ＦＢＩ００３３�
　北　　４７図６�

０� １０㎝�

図１ 胎土分析試料集成（１）

付 編
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３２　ＦＢＩ００３４�
　北　　３０図２�

３３　ＦＢＩ００３５�
　北　　３０図１�

３４　ＦＢＩ００３６�
　北　　４７図７�

３５　ＦＢＩ００３７�
　北　　３０図３�

３６　ＦＢＩ００３８�
　北　　４４図２�

３７　ＦＢＩ００３９�
　北　　３０図７�

３８　ＦＢＩ００４０�
　北　　３０図４�

４１　ＦＢＩ００４３�
　北　　３９図４�

４２　ＦＢＩ００４４�
　北　　５８図６�

４３　ＦＢＩ００４５�
　北　　４４図４�

４６　ＦＢＩ００４８�
　北　１１４図３�

４７　ＦＢＩ００４９�
　北　１１３図１０�

４８　ＦＢＩ００５０�
　北　１１３図１�

４９　ＦＢＩ００５１�
　北　１１３図９�

５０　ＦＢＩ００５２�
　北　１１４図７�

５１　ＦＢＩ００５３�
　北　１１４図９�

５２　ＦＢＩ００５４�
　高　５４０図１６�

５３　ＦＢＩ００５５�
　高　３３８図１�

５４　ＦＢＩ００５６�
　高　４０９図２�

５５　ＦＢＩ００５７�
　高　　１９図７�

４４　ＦＢＩ００４６�
　北　　１２図１３�

３９　ＦＢＩ００４１�
　北　１１４図６�

４０　ＦＢＩ００４２�
　北　１１４図８�

４５　ＦＢＩ００４７�
　北　１１５図１�

０� １０㎝�

図２ 胎土分析試料集成（２）

２４１



０� １０㎝�

５６　ＦＢＩ００５８�
　高　５２０図８�

５７　ＦＢＩ００５９�
　高　５３９図２０�

５８　ＦＢＩ００６０�
　高　４７２図１�

６０　ＦＢＩ００６２�
　高　２１２図１０�

６２　ＦＢＩ００６４�
　高　５４０図９�

６４　ＦＢＩ００６７�
　高　４９８図１�

６５　ＦＢＩ００６８�
　高　５２１図１�

６６　ＦＢＩ００６９�
　高　　３８図１�

６７　ＦＢＩ００７０�
　高　３６３図４�

６１　ＦＢＩ００６３�
　高　５３９図１６�

６３　ＦＢＩ００６６�
　高　４９６図７�

５９　ＦＢＩ００６１�
　高　　８１図１�

図３ 胎土分析試料集成（３）
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０� １０㎝�

０� １０㎝�

６９　ＦＢＩ００７２�
　高　４７２図３�

７１　ＦＢＩ００７４�
　高　３４０図３�

７３　ＦＢＩ００７７�
　高　１６６図３�

７２　ＦＢＩ００７５�
　高　　３８図３�

７５　ＦＢＩ００７９�
　高　５０８図１�

７４　ＦＢＩ００７８�
　高　５３９図９�

７７　ＦＢＩ００８１�
　高　５２０図７�

７８　ＦＢＩ００８２�
　高　　９図２�

８５　ＦＢＩ００８９�
　高　５２０図３�

７９　ＦＢＩ００８３�
　高　１２０図２�

８０　ＦＢＩ００８４�
　高　２６８図２�

８１　ＦＢＩ００８５�
　高　５３９図２３�

８２　ＦＢＩ００８６�
　高　３９６図４�

８６　ＦＢＩ００９０�
　高　２６４図１�

８３　ＦＢＩ００８７�
　高　５４２図２�

８４　ＦＢＩ００８８�
　高　５４２図５�

８７　ＦＢＩ００９１�
　高　２１４図３�

　ＦＢＩ００７６�
高　５４０図３�

７６　ＦＢＩ００８０�
　高　４１８図４�

７０　ＦＢＩ００７３�
　高　４７２図４�６８　ＦＢＩ００７１�

　高　　３８図４�

図４ 胎土分析試料集成（４）
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０� １０㎝�

８８　ＦＢＩ００９２�
　高　５４０図１３�

８９　ＦＢＩ００９３�
　高　５３９図７�

９０　ＦＢＩ００９４�
　高　５３９図２�

９１　ＦＢＩ００９５�
　高　５４０図４�

９２　ＦＢＩ００９６�
　高　５３９図４�

９３　ＦＢＩ００９７�
　高　５４０図６�

９４　ＦＢＩ００９８�
　高　５４０図１５�

９５　ＦＢＩ００９９�
　高　５３９図８�９６　ＦＢＩ０１００�

　高　４７２図２�

９７　ＦＢＩ０１０１�
　高　５４０図１４�

９８　ＦＢＩ０１０２�
　高　５３９図２１�

９９　ＦＢＩ０１０３�
　高　５４０図８�

１００　ＦＢＩ０１０４�
　　高　２９８図３� １０１　ＦＢＩ０１０５�

　　高　３４５図４�

１０２　ＦＢＩ０１０６�
　　高　４９１図２�

１０３　ＦＢＩ０１０７�
　　高　３４３図７�

１０４　ＦＢＩ０１０８�
　　高　３７４図５�

１０５　ＦＢＩ０１０９�
　　高　５４１図５�

１０６　ＦＢＩ０１１０�
　　高　５３９図６�

１０７　ＦＢＩ０１１１�
　　高　５３９図１９�

１０８　ＦＢＩ０１１２�
　　高　４９１図２�

１１０　ＦＢＩ０１１４�
　　高　４９１図４�

１１１　ＦＢＩ０１１５�
　　高　５２０図３� １１２　ＦＢＩ０１１６�

　　高　５２０図１�

１１３　ＦＢＩ０１１７�
　　高　５２０図６�

１１４　ＦＢＩ０１１８�
　　高　５０２図３�

１１５　ＦＢＩ０１１９�
　　高　　７１図１�

１１６　ＦＢＩ０１２０�
　　高　　６０図２�

１１７　ＦＢＩ０１２１�
　　高　１０１図８� １１８　ＦＢＩ０１２２�

　　高　　７４図２�

１１９　ＦＢＩ０１２３�
　　高　１６２図３�

１０９　ＦＢＩ０１１３�
　　高　５２０図２�

１２０　ＦＢＩ０１２４　　高　２６図２�

１２１　ＦＢＩ０１２５�
　　高　１６８図２�

１２２　ＦＢＩ０１２６�
　　高　　３１図４�

１２３　ＦＢＩ０１２７�
　　高　　６９図２�

１２４　ＦＢＩ０１２８�
　　高　１８１図１�

１２５　ＦＢＩ０１２９　　高　１１６図３�

図５ 胎土分析試料集成（５）
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０� １０㎝�

１２６　ＦＢＩ０１３０�
　　高　２６４図２�

１２７　ＦＢＩ０１３１�
　　高　２１６図２�

土１　ＦＢＩ０１３２�
　　高　　４８図２� 土２　ＦＢＩ０１３３�

　　高　２２１図３�

土３　ＦＢＩ０１３４�
　　高　２２１図２�

土４　ＦＢＩ０１３５�
　　高　５２５図３�

土５　ＦＢＩ０１３６�
　　高　５２５図７�

土６　ＦＢＩ０１３７�
　　高　　５０図２�

土７　ＦＢＩ０１３８�
　　高　　４９図１�

土８　ＦＢＩ０１３９�
　　高　４６５図６�

土９　ＦＢＩ０１４０�
　　高　３２５図３�

土１０　ＦＢＩ０１４１�
　　高　１１１図１�

土１１　ＦＢＩ０１４２�
　　高　１９１図３�

土１２　ＦＢＩ０１４３�
　　高　１９１図１７� 土１３　ＦＢＩ０１４４�

　　高　　６４図３�
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図６ 胎土分析試料集成（６）
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５４ １７Ｂ号住居跡（南東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

５５ １７Ｂ号住居跡細部 ａ カマド（南東より） ｂ カマド断面（南西より）
ｃ 遺構断面（北西より） ｄ 遺構断割状況（北東より）

第１編 高木遺跡

２７７



５６ １８号住居跡（南東より）

５７ １８号住居跡カマド（南より）

２７８



ａ

ｂ

５８ １８・１９号住居跡細部 ａ １８号南北遺構断面（南東より）
ｂ １９号遺構断面（南西より）

５９ １９号住居跡（南西より）

第１編 高木遺跡

２７９



６０ ２０号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

６１ ２０号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド（南西より）
ｃ カマド断面（南東より）

２８０



６２ ２２号住居跡（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

６３ ２２号住居跡細部 ａ カマド（東より） ｂ カマド検出状況（東より）
ｃ カマド断割状況（東より） ｄ カマド断面（南東より）

第１編 高木遺跡

２８１



６４ ２３号住居跡（南より）

６５ ２３号住居跡カマド（南より）

２８２



ａ

ｂ ｃ

６６ ２３号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ 検出状況（南より）
ｃ カマド断面（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

６７ ２３号住居跡細部 ａ カマド断割状況（東より） ｂ Ｐ１（南より）
ｃ Ｐ２（南より） ｄ Ｐ３（南より）

第１編 高木遺跡

２８３



６８ ２４号住居跡（東より）

６９ ２５号住居跡（西より）

２８４



ａ ｂ

ｃ ｄ

７０ ２５号住居跡細部 ａ 検出状況（西より） ｂ 遺構断面（西より）
ｃ 遺構断割状況（西より） ｄ カマド（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

７１ ２５号住居跡細部 ａ カマド断面（南より） ｂ カマド断割状況（南西より）
ｃ Ｐ１（北より） ｄ Ｐ１断面（西より）

第１編 高木遺跡

２８５



７２ ２６号住居跡（南東より）

７３ ２６号住居跡検出状況（南東より）

２８６



７４ ２６号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

７５ ２６号住居跡細部 ａ 遺構断面（北西より） ｂ カマド（北西より）
ｃ Ｐ１断面（南西より）

第１編 高木遺跡

２８７



ａ

ｂ ｃ

７６ ２６号住居跡細部 ａ カマド断面（北より） ｂ Ｐ１（東より）
ｃ Ｐ２（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

７７ ２６号住居跡細部 ａ Ｐ２断面（南西より） ｂ Ｐ３（南東より）
ｃ Ｐ４断面（南西より） ｄ Ｐ４（南東より）

２８８



７８ ２７号住居跡（南西より）

７９ ２７号住居跡カマド（南より）

第１編 高木遺跡

２８９



ａ

ｂ

８０ ２７号住居跡細部 ａ 遺構断面（北西より） ｂ 遺構断面（東より）

８１ ２７号住居跡遺物出土状況（北より）

２９０



８２ ２８号住居跡（北西より）

８３ ３０号住居跡（南東より）

第１編 高木遺跡

２９１



８４ ３０号住居跡遺物出土状況（南東より）

８５ ３０号住居跡検出状況（南東より）

２９２



８６ ３０号住居跡遺物出土状況（南西より）

８７ ３０号住居跡遺構断面（北東より）

第１編 高木遺跡

２９３



８８ ３１号住居跡（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

８９ ３１号住居跡細部 ａ 検出状況（南より） ｂ 遺構断面（東より）
ｃ 遺構断面（南より） ｄ カマド（東より）

２９４



９０ ３２号住居跡（北東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

９１ ３２号住居跡細部 ａ 検出状況（南西より） ｂ 遺構断面（南西より）
ｃ カマド痕跡検出状況（南東より） ｄ カマド痕跡断割状況（南西より）

第１編 高木遺跡

２９５



９２ ３３号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

９３ ３３号住居跡細部 ａ カマド断面（南より） ｂ カマド（東より）
ｃ 検出状況（東より）

２９６



９４ ３４号住居跡（東より）

９５ ３４号住居跡検出状況（東より）

第１編 高木遺跡

２９７



ａ

ｂ ｃ

９６ ３４号住居跡細部 ａ 遺構断面（西より） ｂ 遺物出土状況（南より）
ｃ 遺物出土状況（西より）

９７ ３４号住居跡カマド（東より）

２９８



９８ ３５号住居跡（東より）

９９ ３５号住居跡検出状況（東より）

第１編 高木遺跡

２９９



ａ

ｂ ｃ

１００ ３５号住居跡細部 ａ 遺構断面（西より） ｂ カマド断面（南より）
ｃ カマド断割状況（東より）

１０１ ３６号住居跡（南より）

３００



ａ

ｂ ｃ

１０２ ３６号住居跡細部 ａ カマド断面（南西より） ｂ Ｐ１（東より）
ｃ カマド断割状況（南東より）

１０３ ３７号住居跡（南東より）

第１編 高木遺跡

３０１



ａ

ｂ ｃ

１０４ ３７号住居跡細部 ａ カマド断割状況（南東より） ｂ カマド断面（南西より）
ｃ Ｐ１断面（南西より）

１０５ ３８号住居跡（南西より）

３０２



１０６ ３８号住居跡検出状況（南西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１０７ ３８号住居跡細部 ａ 遺構断面（北東より） ｂ 遺物出土状況（南東より）
ｃ Ｐ１断面（南より） ｄ Ｐ１（西より）

第１編 高木遺跡

３０３



１０８ ３９号住居跡（東より）

１０９ ３９号住居跡検出状況（北より）

３０４



１１０ ４０号住居跡（東より）

１１１ ４０号住居跡検出状況（東より）

第１編 高木遺跡

３０５



１１２ ４０号住居跡カマド（東より）

ａ

ｂ ｃ

１１３ ４０号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ カマド断面（南より）
ｃ カマド断割状況（東より）

３０６



１１４ ４１号住居跡（南より）

１１５ ４２号住居跡（西より）

第１編 高木遺跡

３０７



１１６ ４２号住居跡カマド（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１１７ ４２号住居跡細部 ａ カマド（南より） ｂ カマド煙道（東より）
ｃ 検出状況（南より） ｄ 掘り込み状況（南より）

３０８



１１８ ４３号住居跡（南西より）

１１９ ４３号住居跡検出状況（南西より）

第１編 高木遺跡

３０９



１２０ ４３号住居跡カマド（南より）

ａ

ｂ ｃ

１２１ ４３号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ カマド断面（北西より）
ｃ Ｐ１（南より）

３１０



１２２ ４４号住居跡（南東より）

１２３ ４４号住居跡検出状況（東より）

第１編 高木遺跡

３１１



１２４ ４４号住居跡カマド（南東より）

ａ

ｂ ｃ

１２５ ４４号住居跡細部 ａ カマド断面（南西より） ｂ 遺物出土状況（南東より）
ｃ 遺物出土状況（東より）

３１２



１２６ ４５号住居跡（南西より）

１２７ ４５号住居跡遺構断面（南より）

第１編 高木遺跡

３１３



１２８ ４６号住居跡（南西より）

１２９ ４６号住居跡検出状況（南西より）

３１４



ａ

ｂ ｃ

１３０ ４６号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ カマド（南西より）
ｃ カマド断割状況（南西より）

１３１ ４７号住居跡（東より）

第１編 高木遺跡

３１５



１３２ ４７号住居跡カマド（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１３３ ４７号住居跡細部 ａ カマド（北より） ｂ カマド断面（南より）
ｃ カマド断割状況（東より） ｄ カマド検出状況（東より）

３１６



１３４ ４８号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

１３５ ４８号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ Ｐ１（南より）
ｃ Ｐ２（南より）

第１編 高木遺跡

３１７



１３６ ４９号住居跡検出状況（東より）

１３７ ４９号住居跡周辺検出状況（西より）

３１８



１３８ ４９号住居跡遺構断面（西より）

ａ

ｂ ｃ

１３９ ４９号住居跡細部 ａ 東西遺構断面（北より） ｂ 遺物出土状況（南より）
ｃ 遺物出土状況（東より）

第１編 高木遺跡

３１９



１４０ ５０号住居跡（西より）

１４１ ５０号住居跡（北より）

３２０



１４２ ５０号住居跡カマド（西より）

ａ

ｂ ｃ

１４３ ５０号住居跡細部 ａ 遺構断面（西より） ｂ カマド（南より）
ｃ カマド断割状況（西より）

第１編 高木遺跡

３２１



１４４ ５０号住居跡検出状況（南より）

１４５ ５１号住居跡カマド（南より）

３２２



１４６ ５２号住居跡検出状況（南より）

１４７ ５３号住居跡（南東より）

第１編 高木遺跡

３２３



１４８ ５３号住居跡検出状況（南東より）

ａ

ｂ ｃ

１４９ ５３号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断割状況（南東より）

３２４



１５０ ５５号住居跡遺構断面（南東より）

１５１ ５６号住居跡カマド（南より）

第１編 高木遺跡

３２５



ａ ｂ

ｃ ｄ

１５２ ５６号住居跡細部 ａ ＳＩ６１・５６遺構断面（南より） ｂ カマド（南より）
ｃ カマド断割状況（南より） ｄ 焼土範囲断割状況（南より）

１５３ ５７号住居跡検出状況（東より）

３２６



１５４ ５８号住居跡（南東より）

１５５ ５８・５９号住居跡検出状況（南より）

第１編 高木遺跡

３２７



ａ

ｂ ｃ

１５６ ５８号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ 焼土範囲（南西より）
ｃ 焼土堆積状況（北西より）

ａ

ｂ ｃ

１５７ ５９号住居跡細部 ａ 遺構断面（北西より） ｂ カマド断面（南東より）
ｃ 遺構完掘状況（北東より）

３２８



１５８ ６０号住居跡（南西より）

１５９ ６０号住居跡（南西より）

第１編 高木遺跡

３２９



１６０ ６０号住居跡検出状況（北東より）

ａ

ｂ ｃ

１６１ ６０号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ 遺物出土状況（南西より）
ｃ 遺物出土状況（南より）

３３０



１６２ ６０号住居跡カマド（南西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１６３ ６０号住居跡細部 ａ カマド断面（東より） ｂ Ｐ５遺物出土状況（南より）
ｃ 炭化材出土状況（南より） ｄ Ｐ５（南より）

第１編 高木遺跡

３３１



ａ ｂ

ｃ ｄ

１６４ ６０号住居跡細部 ａ Ｐ６断面（西より） ｂ Ｐ６（西より）
ｃ Ｐ１断面（東より） ｄ Ｐ１（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１６５ ６０号住居跡細部 ａ Ｐ２（南より） ｂ Ｐ３（西より）
ｃ Ｐ４（西より） ｄ 遺構完掘状況（南西より）

３３２



１６６ ６１号住居跡（南東より）

１６７ ６２号住居跡（南より）

第１編 高木遺跡

３３３



１６８ ６２号住居跡（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１６９ ６２号住居跡細部 ａ カマド（南より） ｂ カマド断割状況（南より）
ｃ 壁溝（南より） ｄ Ｐ１（南より）

３３４



１７０ ６３号住居跡（西より）

１７１ ６３号住居跡検出状況（西より）

第１編 高木遺跡

３３５



１７２ ６４号住居跡（南西より）

１７３ ６４号住居跡検出状況（南西より）

３３６



ａ ｂ

ｃ ｄ

１７４ ６４号住居跡細部 ａ カマド（南西より） ｂ カマド断割状況（南より）
ｃ Ｐ１検出状況（北より） ｄ Ｐ１断面（東より）

１７５ ６５号住居跡焼土範囲（東より）

第１編 高木遺跡

３３７



ａ ｂ

ｃ ｄ

１７６ ６５号住居跡細部 ａ 遺物出土状況 ｂ 遺物出土状況
ｃ 遺物出土状況 ｄ 遺物出土状況

１７７ ６６号住居跡（南より）

３３８



１７８ ６６号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

１７９ ６６号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ 検出状況（南より）
ｃ カマド断面（西より）

第１編 高木遺跡

３３９



ａ ｂ

ｃ ｄ

１８０ ６６号住居跡細部 ａ カマド（南より） ｂ カマド遺物出土状況（東より）
ｃ 遺物出土状況 ｄ Ｐ１遺物出土状況（南東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１８１ ６６号住居跡細部 ａ Ｐ１断面（東より） ｂ Ｐ２断面（東より）
ｃ Ｐ３断面（東より） ｄ Ｐ４断面（東より）

３４０



１８２ ６８号住居跡検出状況（南より）

ａ

ｂ ｃ

１８３ ６８号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ カマド断割状況（東より）
ｃ カマド断面（南より）

第１編 高木遺跡

３４１



１８４ ６９号住居跡（北西より）

１８５ ６９号住居跡検出状況（南より）

３４２



１８６ ７０号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

１８７ ７０号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ 検出状況（南西より）
ｃ カマド断割状況（東より）

第１編 高木遺跡

３４３



１８８ ７１号住居跡検出状況（西より）

１８９ ７２号住居跡カマド断割状況（北東より）

３４４



１９０ ７３号住居跡（北東より）

１９１ ７４号住居跡（北より）

第１編 高木遺跡

３４５



１９２ ７５号住居跡（南東より）

１９３ ７５号住居跡検出状況（南西より）

３４６



ａ ｂ

ｃ ｄ

１９４ ７５号住居跡細部 ａ カマド（南東より） ｂ Ｐ１（北東より）
ｃ Ｐ２（南東より） ｄ 遺物出土状況（南より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１９５ ７５号住居跡細部 ａ 遺物出土状況（北西より） ｂ 遺物出土状況（南より）
ｃ 遺物出土状況（南東より） ｄ 遺物出土状況（南より）

第１編 高木遺跡

３４７



１９６ ７６号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

１９７ ７６号住居跡細部 ａ 遺構断面（北東より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（東より）

３４８



１９８ ７７号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

１９９ ７７号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド（南より）
ｃ カマド断割状況（南より）

第１編 高木遺跡

３４９



２００ ７８号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

２０１ ７８号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド（東より）
ｃ カマド断面（南より）

３５０



２０２ ７９号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

２０３ ７９号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ 遺構検出状況（南より）
ｃ 遺物出土状況（南西より）

第１編 高木遺跡

３５１



２０４ ８０号住居跡遺物出土状況（北西より）

２０５ ８０号住居跡遺物出土状況（北東より）

３５２



ａ ｂ

ｃ

２０６ ８０号住居跡細部 ａ 検出状況（南東より） ｂ 作業風景
ｃ 遺構断面（東より）

２０７ ８１号住居跡（東より）

第１編 高木遺跡

３５３



ａ

ｂ ｃ

２０８ ８１号住居跡細部 ａ 遺構断面（北東より） ｂ 遺構完掘（北東より）
ｃ カマド断面（北東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２０９ ８１号住居跡細部 ａ カマド（南東より） ｂ カマド断割状況（南東より）
ｃ Ｐ１断面（東より） ｄ Ｐ２（南より）

３５４



２１０ ８２号住居跡（東より）

２１１ ８２号住居跡遺物出土状況（東より）

第１編 高木遺跡

３５５



ａ

ｂ ｃ

２１２ ８２号住居跡細部 ａ 遺構断面（西より） ｂ 検出状況（西より）
ｃ 紡錘車出土状況（東より）

２１３ ８２号住居跡遺物出土状況（南東より）

３５６



２１４ ８３号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

２１５ ８３号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ 検出状況（南東より）
ｃ カマド（北東より）

第１編 高木遺跡

３５７



２１６ ８４号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

２１７ ８４号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド断面（北東より）
ｃ カマド（南東より）

３５８



２１８ ８５号住居跡（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２１９ ８５号住居跡細部 ａ カマド（東より） ｂ カマド脇遺物出土状況（東より）
ｃ カマド断面（南より） ｄ Ｐ１断面（南より）

第１編 高木遺跡

３５９



２２０ ８６号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

２２１ ８６号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

３６０



２２２ ８７号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

２２３ ８７号住居跡細部 ａ 遺構断割状況（南より） ｂ カマド（東より）
ｃ カマド断割状況（東より）

第１編 高木遺跡

３６１



ａ ｂ

ｃ ｄ

２２４ ８７号住居跡細部 ａ Ｐ１（東より） ｂ Ｐ２（南より）
ｃ Ｐ３断面（南西より） ｄ Ｐ３（南東より）

２２５ ８８号住居跡（南東より）

３６２



ａ

ｂ ｃ

２２６ ８８号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ 検出状況（北西より）
ｃ 遺物出土状況（西より）

２２７ ８９号住居跡（南西より）

第１編 高木遺跡

３６３



ａ

ｂ ｃ

２２８ ８９号住居跡細部 ａ 遺構断割状況（北東より） ｂ カマド（南西より）
ｃ 遺構断割状況（北東より）

２２９ ９０号住居跡（北東より）

３６４



ａ ｂ

ｃ ｄ

２３０ ９０号住居跡細部 ａ カマド（北東より） ｂ カマド断割状況（南東より）
ｃ 遺構断割状況（北東より） ｄ 遺構断割断面（北西より）

２３１ ９１号住居跡検出状況（南より）

第１編 高木遺跡

３６５



ａ ｂ

ｃ

２３２ ９１号住居跡細部 ａ カマド断面（北西より） ｂ カマド断割状況（北東より）
ｃ 遺構断割状況（南東より）

２３３ ９２号住居跡カマド（北より）

３６６



２３４ ９３号住居跡（南西より）

ａ

ｂ ｃ

２３５ ９３号住居跡細部 ａ 遺構断面（西より） ｂ 検出状況（南より）
ｃ 作業風景

第１編 高木遺跡

３６７



２３６ ９４号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

２３７ ９４号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ 遺物出土状況（西より）
ｃ カマド断割状況（南より）

３６８



２３８ ９４号住居跡カマド（南より）

２３９ ９５号住居跡（南東より）

第１編 高木遺跡

３６９



２４０ ９５号住居跡検出状況（南東より）

ａ

ｂ ｃ

２４１ ９５号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

３７０



２４２ ９６号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

２４３ ９６号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド断面（西より）
ｃ カマド断割状況（南より）

第１編 高木遺跡

３７１



２４４ ９７号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

２４５ ９７号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（北東より）

３７２



ａ ｂ

ｃ ｄ

２４６ ９７号住居跡細部 ａ Ｐ１・Ｐ２（南より） ｂ Ｐ１断面（南西より）
ｃ Ｐ１（南東より） ｄ Ｐ２（南東より）

２４７ ９８号住居跡（南東より）

第１編 高木遺跡

３７３



２４８ ９８号住居跡カマド（南東より）

２４９ ９８号住居跡カマド遺物出土状況（南東より）

３７４



ａ

ｂ ｃ

２５０ ９８号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ 遺物出土状況（南東より）
ｃ 遺物出土状況（北西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２５１ ９８号住居跡細部 ａ Ｐ２（南東より） ｂ Ｐ３（南東より）
ｃ カマド（南東より） ｄ カマド断面（南西より）

第１編 高木遺跡

３７５



２５２ ９９号住居跡（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２５３ ９９号住居跡細部 ａ カマド（東より） ｂ カマド断面（南より）
ｃ Ｐ１（東より） ｄ Ｐ２（東より）

３７６



２５４ １００号住居跡（北より）

ａ

ｂ ｃ

２５５ １００号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド（北東より）
ｃ カマド断面（南東より）

第１編 高木遺跡

３７７



２５６ １０１号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

２５７ １０１号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド（南東より）
ｃ 遺物出土状況（南東より）

３７８



２５８ １０２号住居跡（北より）

ａ

ｂ ｃ

２５９ １０２号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ カマド断割状況（北より）
ｃ カマド断面（東より）

第１編 高木遺跡

３７９



２６０ １０２号住居跡カマド前遺物出土状況（北より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２６１ １０２号住居跡細部 ａ 遺物出土状況（北より） ｂ Ｐ１断面（南より）
ｃ Ｐ２断面（南より） ｄ Ｐ４断面（南より）

３８０



２６２ １０３号住居跡（南より）

２６３ １０３号住居跡検出状況（東より）

第１編 高木遺跡

３８１



２６４ １０３号住居跡カマド（南より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２６５ １０３号住居跡細部 ａ カマド断面（西より） ｂ カマド（東より）
ｃ カマド断割状況（南より） ｄ カマド付近遺物出土状況（東より）

３８２



ａ

ｂ ｃ

２６６ １０３号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ 遺物出土状況（東より）
ｃ Ｐ１断面（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２６７ １０３号住居跡細部 ａ Ｐ２断面（南東より） ｂ Ｐ３断面（東より）
ｃ Ｐ３（南西より） ｄ Ｐ４（東より）

第１編 高木遺跡

３８３



２６８ １０４号住居跡（南東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２６９ １０４号住居跡細部 ａ 焼土範囲（南東より） ｂ 焼土断割状況（東より）
ｃ 遺物出土状況（南東より） ｄ 遺物出土状況（南東より）

３８４



２７０ １０５号住居跡（南東より）

２７１ １０６号住居跡（南より）

第１編 高木遺跡

３８５



２７２ １０６号住居跡カマド（南より）

ａ

ｂ ｃ

２７３ １０６号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド断割状況（南より）
ｃ 遺物出土状況（南より）

３８６



２７４ １０７号住居跡検出状況（南東より）

２７５ １０８号住居跡（南東より）

第１編 高木遺跡

３８７



２７６ １０８号住居跡カマド（南東より）

ａ

ｂ ｃ

２７７ １０８号住居跡細部 ａ 遺構断面（北より） ｂ 検出状況（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

３８８



２７８ １０９号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

２７９ １０９号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ カマド（東より）
ｃ カマド断割状況（東より）

第１編 高木遺跡

３８９



２８０ １０９号住居跡カマド遺物出土状況（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２８１ １０９号住居跡細部 ａ カマド断面（北より） ｂ カマド断面（北より）
ｃ Ｐ１断面（南より） ｄ Ｐ１（東より）

３９０



２８２ １１０号住居跡（南西より）

ａ

ｂ ｃ

２８３ １１０号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド（南西より）
ｃ カマド断割状況（南より）

第１編 高木遺跡

３９１



２８４ １１１号住居跡（南東より）

２８５ １１１号住居跡検出状況（南東より）

３９２



ａ

ｂ ｃ

２８６ １１１号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド断面（北東より）
ｃ カマド（南東より）

２８７ １１２号住居跡（西より）

第１編 高木遺跡

３９３



２８８ １１２号住居跡検出状況（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２８９ １１２号住居跡細部 ａ カマド（西より） ｂ カマド断割状況（西より）
ｃ カマド断面（南より） ｄ 遺物出土状況（北西より）

３９４



２９０ １１３号住居跡（東より）

２９１ １１３号住居跡検出状況（北より）

第１編 高木遺跡

３９５



２９２ １１４号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

２９３ １１４号住居跡細部 ａ 遺構断面（西より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

３９６



２９４ １１８号住居跡（南西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２９５ １１８号住居跡細部 ａ カマド（南西より） ｂ カマド断割状況（南西より）
ｃ 遺物出土状況（南より） ｄ 遺構全景（南より）

第１編 高木遺跡

３９７



２９６ １１９号住居跡（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２９７ １１９号住居跡細部 ａ 東西土層断面（南より） ｂ Ｐ１断面（南より）
ｃ カマド断割状況（東より） ｄ カマド断面（南より）

３９８



２９８ １２０号住居跡（南東より）

２９９ １２０号住居跡検出状況（南東より）

第１編 高木遺跡

３９９



３００ １２０号住居跡遺物出土状況（南より）

ａ

ｂ ｃ

３０１ １２０号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

４００



３０２ １２１号住居跡（南より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

３０３ １２１号住居跡細部 ａ 検出状況（南より） ｂ カマド（南より）
ｃ カマド断面（東より） ｄ 遺構断面（西より）

第１編 高木遺跡

４０１



３０４ １２２号住居跡検出状況（東より）

ａ

ｂ ｃ

３０５ １２２号住居跡細部 ａ 遺構断面（北より） ｂ Ｐ１（東より）
ｃ Ｐ１断面（北西より）

４０２



３０６ １２３号住居跡（西より）

３０７ １２３号住居跡検出状況（南東より）
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４０３



３０８ １２４号住居跡（北西より）

３０９ １２４号住居跡遺構断面（南西より）

４０４



３１０ １２５号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３１１ １２５号住居跡細部 ａ 遺構断面（北東より） ｂ Ｐ１・２・６（南東より）
ｃ Ｐ３断面（南東より）

第１編 高木遺跡

４０５



３１２ １２６号住居跡（南西より）

３１３ １２６号住居跡遺構断面（南より）

４０６



３１４ １２７号住居跡（南より）

３１５ １２７号住居跡遺構断面（北より）

第１編 高木遺跡

４０７



３１６ １２８号住居跡（西より）

３１７ １２９号住居跡（東より）

４０８



３１８ １２９号住居跡遺物出土状況（西より）

３１９ １３０号住居跡（西より）

第１編 高木遺跡

４０９



３２０ １３１号住居跡（東より）

３２１ １３１号住居跡カマド断割状況（東より）

４１０



３２２ １３４号住居跡（東より）

３２３ １３４号住居跡検出状況（西より）

第１編 高木遺跡

４１１



３２４ １３５号住居跡（南より）

３２５ １３５号住居跡遺構断面（南より）

４１２



３２６ １３６・１４６号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

３２７ １３６号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ ＳＩ１３６・１４６遺物出土状況
ｃ 遺物出土状況（南より）

第１編 高木遺跡

４１３



３２８ １３７号住居跡検出状況（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３２９ １３７号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド断面（南西より）
ｃ 遺物出土状況（北より）

４１４



３３０ １３７号住居跡（南東より）

３３１ １３７号住居跡カマド（南東より）

第１編 高木遺跡

４１５



３３２ １３８号住居跡（南東より）

３３３ １３８号住居跡検出状況（南東より）

４１６



３３４ １３８号住居跡カマド（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３３５ １３８号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド断面（南より）
ｃ カマド断割状況（南東より）

第１編 高木遺跡

４１７



３３６ １３８号住居跡カマド前礫出土状況（南東より）

３３７ １３８号住居跡掘形（南東より）

４１８



３３８ １３９号住居跡（南東より）

３３９ １３９号住居跡検出状況（南東より）

第１編 高木遺跡

４１９



３４０ １４０号住居跡（南より）

３４１ １４１号住居跡（北西より）

４２０



３４２ １４２号住居跡（北より）

３４３ １４２号住居跡検出状況（北より）

第１編 高木遺跡

４２１



３４４ １４２号住居跡カマド（北より）

３４５ １４２号住居跡カマド（北より）

４２２



３４６ １４２号住居跡カマド断割状況（北より）

ａ

ｂ ｃ

３４７ １４２号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド断面（南西より）
ｃ 間仕切り溝断面（南より）

第１編 高木遺跡

４２３



ａ ｂ

ｃ ｄ

３４８ １４２号住居跡細部 ａ 間仕切り溝検出状況（南より） ｂ 間仕切り溝（南より）
ｃ 遺物出土状況（北より） ｄ 遺物出土状況（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

３４９ １４２号住居跡細部 ａ Ｐ１（南より） ｂ Ｐ２（東より）
ｃ Ｐ４断面（南より） ｄ Ｐ６断面（西より）

４２４



３５０ １４３号住居跡（南東より）

３５１ １４３号住居跡検出状況（南東より）

第１編 高木遺跡

４２５



３５２ １４３号住居跡作業風景（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３５３ １４３号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ 遺物出土状況（北より）
ｃ Ｐ１（東より）

４２６



３５４ １４３号住居跡カマド（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３５５ １４３号住居跡細部 ａ カマド断面（南西より） ｂ カマド断割状況（南東より）
ｃ 作業風景

第１編 高木遺跡

４２７



３５６ １４４号住居跡（南東より）

３５７ １４４号住居跡遺物出土状況（南東より）

４２８



３５８ １４４号住居跡カマド（南東より）

ａ

ｂ

３５９ １４４号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ 貼床断面（南東より）

第１編 高木遺跡

４２９



ａ ｂ

ｃ ｄ

３６０ １４４号住居跡細部 ａ カマド（南東より） ｂ カマド断割状況（南東より）
ｃ 遺物出土状況（南東より） ｄ 遺物出土状況（南より）

３６１ １４４号住居跡遺物出土状況（南東より）

４３０



３６２ １４５号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３６３ １４５号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ カマド断面（南東より）
ｃ カマド断割状況（南西より）

第１編 高木遺跡

４３１



３６４ １４７号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

３６５ １４７号住居跡細部 ａ 鉄刀出土状況（南西より） ｂ 断割状況（南西より）
ｃ 鉄刀出土状況（南より）

４３２



３６６ １４８号住居跡（南より）

３６７ １４８号住居跡カマド（南東より）

第１編 高木遺跡

４３３



ａ

ｂ ｃ

３６８ １４８号住居跡細部 ａ 遺構断面（北西より） ｂ 検出状況（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

３６９ １４９号住居跡（南西より）

４３４



３７０ １５１号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３７１ １５１号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

第１編 高木遺跡

４３５



３７２ １５３号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３７３ １５３号住居跡細部 ａ 遺構断面（北西より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

４３６



３７４ １５４号住居跡（東より）

３７５ １５４号住居跡検出状況（東より）

第１編 高木遺跡

４３７



３７６ １５５号住居跡（南西より）

３７７ １５６号住居跡（北東より）

４３８



３７８ １５７号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

３７９ １５７号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド（南より）
ｃ カマド断面（南西より）

第１編 高木遺跡

４３９



３８０ １５７号住居跡カマド（南より）

３８１ １５８号住居跡（東より）

４４０



ａ

ｂ ｃ

３８２ １５８号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド（北東より）
ｃ カマド断面（南東より）

３８３ １５９号住居跡（南東より）

第１編 高木遺跡

４４１



３８４ １５９号住居跡カマド（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３８５ １５９号住居跡細部 ａ カマド断面（南西より） ｂ 遺物出土状況（南東より）
ｃ 検出状況（東より）

４４２



３８６ １６０号住居跡（南西より）

ａ

ｂ ｃ

３８７ １６０号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ カマド（南より）
ｃ カマド断面（西より）

第１編 高木遺跡

４４３



３８８ １６１号住居跡（東より）

３８９ １６１号住居跡（北より）

４４４



ａ

ｂ ｃ

３９０ １６１号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド断割状況（東より）
ｃ カマド断面（北より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

３９１ １６１号住居跡細部 ａ Ｐ１断面（北より） ｂ Ｐ２断面（北より）
ｃ Ｐ３断面（北より） ｄ Ｐ４断面（北より）

第１編 高木遺跡

４４５



３９２ １６２号住居跡（北東より）

ａ

ｂ ｃ

３９３ １６２号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ 検出状況（東より）
ｃ 作業風景

４４６



３９４ １６４号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

３９５ １６４号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ 遺物出土状況（東より）
ｃ カマド（東より）

第１編 高木遺跡

４４７



３９６ １６５号住居跡（南東より）

３９７ １６５号住居跡遺構断面（南西より）

４４８



３９８ １６６号住居跡（南東より）

３９９ １６７号住居跡検出状況（東より）

第１編 高木遺跡

４４９



４００ １６９号住居跡（東より）

４０１ １６９号住居跡周辺検出状況（西より）

４５０



ａ

ｂ

４０２ １６９号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ 遺構断面（南より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４０３ １６９号住居跡細部 ａ カマド（東より） ｂ カマド断割状況（東より）
ｃ カマド断面（南より） ｄ 遺構断面（東より）

第１編 高木遺跡

４５１



４０４ １７０号住居跡検出状況（南東より）

ａ

ｂ ｃ

４０５ １７０号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ カマド（南東より）
ｃ カマド断面（南西より）

４５２



４０６ １７３号住居跡（北西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４０７ １７３号住居跡細部 ａ 検出状況（南東より） ｂ カマド（北西より）
ｃ カマド断面（南西より） ｄ カマド断割状況（北西より）

第１編 高木遺跡

４５３



４０８ １７４号住居跡（南東より）

４０９ １７４号住居跡遺構断面（南東より）

４５４



４１０ １７８号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

４１１ １７８号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ Ｐ１断面（北より）
ｃ Ｐ２断面（北より）

第１編 高木遺跡

４５５



４１２ １８０号住居跡（東より）

４１３ １８０号住居跡検出状況（東より）

４５６



４１４ １８１号住居跡（南東より）

４１５ １８１号住居跡検出状況（南東より）

第１編 高木遺跡

４５７



４１６ １８５号住居跡（東より）

４１７ １８７号住居跡（東より）

４５８



４１８ １９１号住居跡（北西より）

ａ

ｂ ｃ

４１９ １９１号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ 検出状況（南より）
ｃ カマド断面（南西より）

第１編 高木遺跡

４５９



４２０ １９２号住居跡検出状況（南東より）

４２１ １９２号住居跡遺構断面（北西より）

４６０



４２２ １９３号住居跡（西より）

４２３ １９３号住居跡遺構断面（北西より）

第１編 高木遺跡

４６１



４２４ １９４号住居跡（北西より）

４２５ １９４号住居跡検出状況（南西より）

４６２



４２６ １９５号住居跡遺構断面（北より）

４２７ １９５号住居跡遺構断面拡大（北より）

第１編 高木遺跡

４６３



４２８ １９６号住居跡（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４２９ １９６号住居跡細部 ａ カマド（南東より） ｂ 遺物出土状況（南東より）
ｃ 床面石列（西より） ｄ 作業風景

４６４



４３０ １９９号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

４３１ １９９号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ 壁溝断面（北より）
ｃ 壁溝断面（南より）

第１編 高木遺跡

４６５



４３２ ２００号住居跡（東より）

４３３ ２００号住居跡検出状況（東より）

４６６



４３４ ２１４号住居跡（南東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４３５ ２１４号住居跡細部 ａ カマド（南東より） ｂ カマド断割状況（南東より）
ｃ カマド断面（北東より） ｄ Ｐ２断面（南西より）

第１編 高木遺跡

４６７



ａ ｂ

ｃ ｄ

４３６ １～３号土坑 ａ １号土坑（南西より） ｂ ２号土坑（東より）
ｃ ３号土坑断面（南東より） ｄ ３号土坑（南東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４３７ ４・５号土坑 ａ ４号土坑断面（南西より） ｂ ４号土坑（南西より）
ｃ ５号土坑断面（南より） ｄ ５号土坑（東より）

４６８



４３８ ５～７号土坑（東より）

４３９ ５～７号土坑検出状況（北東より）

第１編 高木遺跡

４６９



ａ ｂ

ｃ ｄ

４４０ ６～８号土坑 ａ ６号土坑（南東より） ｂ ７号土坑断面（南より）
ｃ ７号土坑（南東より） ｄ ８号土坑断面（南西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４４１ ８・９・１２号土坑 ａ ８号土坑（南より） ｂ ９号土坑断面（西より）
ｃ １２号土坑断面（西より） ｄ １２号土坑（西より）

４７０



ａ ｂ

ｃ ｄ

４４２ １３・１４号土坑 ａ １３号土坑断面（南より） ｂ １３号土坑（東より）
ｃ １４号土坑断面（南より） ｄ １４号土坑（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４４３ １５・１６号土坑 ａ １５号土坑断面（南より） ｂ １５号土坑（南より）
ｃ １６号土坑断面（南より） ｄ １６号土坑（東より）

第１編 高木遺跡

４７１



ａ ｂ

ｃ ｄ

４４４ １７号土坑細部 ａ 検出状況（南より） ｂ 遺物出土状況（南より）
ｃ 土坑断面（南より） ｄ 完掘状況（南より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４４５ １８・１９号土坑 ａ １８号土坑遺物出土状況（東より） ｂ １８号土坑（東より）
ｃ １９号土坑断面（東より） ｄ １９号土坑（東より）

４７２



ａ ｂ

ｃ ｄ

４４６ ２１・２２号土坑 ａ ２１号土坑断面（東より） ｂ ２１号土坑（南西より）
ｃ ２２号土坑断面（南西より） ｄ ２２号土坑（南西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４４７ ２３・２４号土坑 ａ ２３号土坑断面（東より） ｂ ２３号土坑（南より）
ｃ ２４号土坑断面（南より） ｄ ２４号土坑（南より）

第１編 高木遺跡

４７３



ａ ｂ

ｃ ｄ

４４８ ２６・２９号土坑 ａ ２６号土坑断面（南より） ｂ ２６号土坑（南より）
ｃ ２９号土坑断面（東より） ｄ ２９号土坑（東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４４９ ３０・３１号土坑 ａ ３０号土坑断面（東より） ｂ ３０号土坑（東より）
ｃ ３１号土坑断面（東より） ｄ ３１号土坑（東より）

４７４



ａ ｂ

ｃ ｄ

４５０ ３２・３５号土坑 ａ ３２号土坑断面（南より） ｂ 作業風景
ｃ ３５号土坑断面（南東より） ｄ ３５号土坑（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４５１ ４３・５４号土坑 ａ ４３号土坑断面（北より） ｂ ４３号土坑（東より）
ｃ ５４号土坑断面（南より） ｄ ５４号土坑（南西より）
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４７５



ａ ｂ

ｃ ｄ

４５２ ５５・５６号土坑 ａ ５５号土坑断面（南より） ｂ ５５号土坑（南より）
ｃ ５６号土坑断面（南より） ｄ ５６号土坑（南より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４５３ ５７・５８号土坑 ａ ５７号土坑断面（南より） ｂ ５７号土坑（東より）
ｃ ５８号土坑断面（南より） ｄ ５８号土坑（南より）

４７６



４５４ １号溝跡検出状況（南東より）

ａ

ｂ

４５５ １号溝跡細部 ａ 遺構断面（北西より） ｂ 遺構断面（北西より）
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４７７



４５６ １号溝跡（南東より）

４５７ １・５号溝跡検出状況（南東より）

４７８



ａ ｂ

ｃ ｄ

４５８ １号溝跡細部 ａ 遺物出土状況（南東より） ｂ 遺物出土状況（南より）
ｃ 鉄刀出土状況（北より） ｄ 検出面遺物出土状況

ａ ｂ

ｃ ｄ

４５９ １号溝跡細部 ａ 遺物出土状況（南東より） ｂ 遺物出土状況（東より）
ｃ 遺物出土状況（東より） ｄ 底面遺物出土状況（西より）
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４７９



４６０ １号溝跡・６号特殊遺構（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４６１ ａ ６号特殊遺構断面（北東より） ｂ １号溝跡銅釧出土状況（西より）
ｃ １３号集石検出状況（南より） ｄ １３号集石遺構断面（西より）

４８０



４６２ ２号溝跡遠景（南東より）
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４８１



ａ

ｂ

４６３ ２号溝跡細部 ａ 遺構断面（北西より） ｂ 遺構断面（北西より）

４６４ ２号溝跡遺物出土状況（西より）

４８２



４６５ ２号溝跡遺物出土状況（東より）
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４８３



４６６ ２号溝跡Ａ群遺構断面（北東より）

ａ

ｂ ｃ

４６７ ２号溝跡細部 ａ Ａ群遺構断面（北西より） ｂ Ａ群遺物出土状況（南東より）
ｃ Ａ群据え石出土状況（南東より）

４８４



ａ ｂ

ｃ ｄ

４６８ ２号溝跡細部 ａ 遺物出土状況（南より） ｂ Ｃ群（北東より）
ｃ Ｂ群（北より） ｄ Ｄ群（南西より）

４６９ ２号溝跡Ｅ・Ｆ群（北東より）
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４８５



４７０ ２号溝跡Ｅ群（北東より）

４７１ ２号溝跡Ｆ群（北東より）

４８６



４７２ ２号溝跡Ｅ・Ｆ群断割状況（北西より）

ａ

ｂ ｃ

４７３ ２号溝跡細部 ａ Ｅ・Ｆ群断割状況（南西より） ｂ Ｈ群（北東より）
ｃ Ｉ群（北より）
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４８７



４７４ ４号溝跡（南西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４７５ ４号溝跡細部 ａ 検出状況（南西より） ｂ 完掘状況（南より）
ｃ 遺構断面（南西より） ｄ 遺構断面（南西より）

４８８



４７６ ５号溝跡検出状況（南東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４７７ ５号溝跡細部 ａ 検出状況（南西より） ｂ 遺構断面（南東より）
ｃ 遺構断面（北西より） ｄ 遺構断面（北西より）
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４８９



ａ ｂ

ｃ ｄ

４７８ １～３号焼土遺構 ａ １号焼土遺構遺物出土状況（南西より） ｂ １号焼土遺構（南より）
ｃ ２号焼土遺構断面（南東より） ｄ ３号焼土遺構検出状況（南より）

ａ ｂ

４７９ ３号焼土遺構細部 ａ 断割状況（南西より） ｂ 断割状況（南より）

ａ ｂ

４８０ １号特殊遺構細部 ａ 検出状況（西より） ｂ 検出状況（西より）

４９０



ａ

ｂ

４８１ １号特殊遺構細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ 完掘状況（北西より）

４８２ ２号特殊遺構（南西より）

第１編 高木遺跡

４９１



４８３ ３号特殊遺構（北東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

４８４ ３・５・７号特殊遺構 ａ ３号特殊遺構検出状況（南東より） ｂ ３号特殊遺構断面（南西より）
ｃ ５号特殊遺構（北西より） ｄ ７号特殊遺構断割状況（西より）

４９２



４８５ １号遺物包含層遠景（南東より）

４８６ １号遺物包含層（南より）
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４９３



４８７ １号遺物包含層遠景（北東より）

４８８ １号遺物包含層遠景（南東より）

４９４



４８９ １号遺物包含層拡大（東より）

ａ

ｂ ｃ

４９０ １号遺物包含層細部 ａ 遺物出土状況（東より） ｂ 遺物出土状況（北東より）
ｃ 遺物出土状況（東より）

第１編 高木遺跡

４９５



４９１ １号遺物包含層拡大（東より）

４９２ １号遺物包含層拡大（東より）

４９３ 作業風景

４９６



９－６

９－５

１０－１

１１－３ １１－１

４９４ １号住居跡出土遺物
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４９７



９－７

９－８

１０－４ １１－２

４９５ １号住居跡出土遺物

４９８



９－１

１２－１

９－２

１０－５ １０－３

４９６ １号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

４９９



１４－１

１４－４

１７－２

１４－２

１９－６１４－３

４９７ ２～４号住居跡出土遺物

５００



１９－１

２１－１

１９－２

１９－５

１９－３

１９－７

４９８ ４・５号住居跡出土遺物
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５０１



２１－２

２４－２

２４－５２４－１

４９９ ５・６号住居跡出土遺物

５０２



２４－４

２６－２

２６－３

２６－４

２４－６ ２８－２

５００ ６～８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５０３



３１－１

３１－６

３２－１

３２－２

３１－２

３１－３

５０１ ９・１０号住居跡出土遺物

５０４



３５－１

３５－５

３５－１０

３５－２

３５－８

３５－４

３６－１

３５－９ ３５－１１

５０２ １１号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５０５



３５－１２

３８－３

３８－４

３８－５３８－１

５０３ １１・１２号住居跡出土遺物

５０６



３８－６

４２－１

４０－１

４４－２

４２－２

４４－３４２－４

５０４ １２～１５号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５０７



４４－１ ４４－５

４４－４ ４４－６

５０５ １５号住居跡出土遺物

５０８



４８－１

４８－８

４８－２

４８－１１

４８－３

４８－４

４８－６

５０６ １６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５０９



４８－９

４８－１０

４８－１２５０－１

５０７ １６号住居跡出土遺物

５１０



４９－１ ４９－３

４９－２ ４９－４

５０８ １６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５１１



５０－２

５４－１

５４－２

５４－３

５４－８

５４－４

５４－５

５４－６

５０９ １６・１７Ａ号住居跡出土遺物

５１２



５４－７

５８－２

５５－１

５８－５

５８－６

５８－７５４－９

５１０ １７Ａ・１７Ｂ・１８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５１３



５８－９ ６１－１

５８－８

６５－１

６０－１

６５－３６０－２

５１１ １８～２０・２３号住居跡出土遺物

５１４



６５－２

６５－４

６６－１

６６－２

６９－１

５１２ ２３・２４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５１５



６９－３
７４－４

７１－１

７４－５

７１－４

７４－７

５１３ ２４～２６号住居跡出土遺物

５１６



７４－６

７５－２

７５－３

７９－３

７４－８

７９－７

７５－１ ７９－１３

５１４ ２６・２７号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５１７



７９－１１

７９－２０

８０－５

７９－１５

７９－１６

７９－１９

５１５ ２７号住居跡出土遺物

５１８



７９－１７

８０－６

８０－１８０－２

５１６ ２７号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５１９



８０－７

８５－１

８５－２

８５－３

８５－４
８１－１

８５－６８５－９

５１７ ２７・２８・３０号住居跡出土遺物

５２０



８５－７

８６－１

８５－８

８６－６８６－３

５１８ ３０号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５２１



８６－２

８５－５

８７－２

８７－１ ８７－３

５１９ ３０号住居跡出土遺物

５２２



９０－１

９０－６

９０－２

９０－３

９０－７９０－４

５２０ ３１号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５２３



９１－３

９６－１

９６－３

９６－４

９１－５

９６－６

９１－６

９２－１

５２１ ３１・３２・３４号住居跡出土遺物

５２４



９６－５

９６－９

９６－７

１０１－４

１０１－５

１０１－７

９６－８ １０１－８

５２２ ３４・３６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５２５



１０１－１１

１０１－１８

１０１－１３

１０２－７

１０１－１４

１０２－１

１０１－１６

１０１－１７

５２３ ３６号住居跡出土遺物

５２６



１０２－２

１０２－６

１０３－１

１０３－３１０２－５

５２４ ３６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５２７



１０３－４

１０８－２

１０８－３

１０８－４

１０６－１

１０８－１

５２５ ３６～３８号住居跡出土遺物

５２８



１１１－１

１１１－７

１１１－２

１１１－３

１１１－８

１１２－１

１１１－６ １１２－３

５２６ ４０号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５２９



１１６－２

１１９－３

１１９－６

１１６－４

１１９－８

１１９－７ １１９－１０

５２７ ４２・４３号住居跡出土遺物

５３０



１１９－９

１２０－２

１２０－５

１２０－３

１２０－６

１２０－７１２０－４

５２８ ４３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５３１



１２３－８

１２３－１

１２３－２

１２３－４

１２３－３ １２３－６

５２９ ４４号住居跡出土遺物

５３２



１２３－７

１２７－２

１２７－４

１２４－１

１２７－５

１２４－２

１２７－１

５３０ ４４～４６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５３３



１２９－１

１３３－４

１３３－１

１３３－３

１３３－７１３３－５

５３１ ４７・４８号住居跡出土遺物

５３４



１３３－１０

１３３－１２

１３４－１

１３３－１１

１３４－２

５３２ ４８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５３５



１３４－３

１３７－３

１３７－５

１３７－２

１３７－７１３７－４

５３３ ４８・４９号住居跡出土遺物

５３６



１３７－６

１３８－２

１３７－８

１３８－４１３８－１

５３４ ４９号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５３７



１３８－３ １３９－１

１３９－３ １３９－４

１３９－５ １３９－６

５３５ ４９号住居跡出土遺物

５３８



１３７－９

１４１－１

１３７－１０

１３７－１１

１４５－３

１４１－２ １４５－２

１４５－４１４２－１

５３６ ４９～５２号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５３９



１４８－１

１５４－１

１５０－１

１５４－２

１５４－３

１５６－３１５６－１

５３７ ５４・５５・５８・５９号住居跡出土遺物

５４０



１６０－２

１６０－９

１６０－３

１６０－４

１６０－５

１６１－１

１６０－６

１６０－７

５３８ ６０号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５４１



１６２－１

１６０－１０

１６１－３１６１－２

５３９ ６０号住居跡出土遺物

５４２



１６２－２

１６６－３

１６８－２

１６８－３

１７２－２

１７２－３

１６２－３

１６４－２

５４０ ６０～６４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５４３



１７２－４

１７１－１

１７２－５ １７４－１

５４１ ６４・６５号住居跡出土遺物

５４４



１７２－６

１７４－２

１７４－６

１７４－５

１７７－１

１７７－４

５４２ ６４～６６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５４５



１７７－５

１７７－６

１７７－７

１７７－８

５４３ ６６号住居跡出土遺物

５４６



１７７－９

１８３－１

１８３－２

１８３－３

１７７－１０

１８６－１

１８６－２

１８６－４１８１－１

５４４ ６６・７０・７１・７３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５４７



１８６－５

１９１－８

１９１－１

１９１－９

１９１－２

１９１－３

１９１－１０

１９１－４

１９１－１１１９１－７

５４５ ７３・７５号住居跡出土遺物

５４８



１９１－１３

１９１－１２

１９１－１４

１９１－１６

１９１－１５

１９２－１１９１－１７

５４６ ７５号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５４９



１９２－２

１９２－３

１９２－４

１９４－２

１９６－１

２００－１

５４７ ７５～７７・７９号住居跡出土遺物

５５０



１９６－２

１９６－３

２０３－５

５４８ ７７・８０号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５５１



２０３－２

２０３－７

２０３－４

２０３－６ ２０３－９

５４９ ８０号住居跡出土遺物

５５２



２０３－８ ２０５－２

２０５－１ ２０５－３

５５０ ８０号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５５３



２０５－４

２０３－１

２０３－３

２０４－２２０４－１

５５１ ８０号住居跡出土遺物

５５４



２０４－４

２０４－３

２０９－１

２０６－１

２０９－２

２０９－３

５５２ ８０・８１号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５５５



２０９－６

２０９－８

２０９－９

２０９－７ ２０９－１１

５５３ ８１号住居跡出土遺物

５５６



２０９－１２

２１２－１

２１２－７

２１２－８

２１２－２

２１２－１０

２１２－３

２１２－４

２１２－５

５５４ ８１・８２号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５５７



２１２－９

２１３－１

２１２－１１ ２１３－２

５５５ ８２号住居跡出土遺物

５５８



２１３－５

２１６－２

２１４－２

２１４－３

５５６ ８２・８３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５５９



２１９－２

２１９－４

２１９－３

２１９－５

２２１－２

２２１－３

２２１－１ ２２１－４

５５７ ８４・８５号住居跡出土遺物

５６０



２２１－５

２２１－８

２２１－６

２２１－７

２２８－２２２５－２

５５８ ８５・８７・８８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５６１



２２５－１

２２８－１

２２８－４ ２２８－３

５５９ ８７・８８号住居跡出土遺物

５６２



２２８－５

２２９－３

２２９－１ ２３０－１

５６０ ８８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５６３



２２９－４

２３０－２

２３０－４

２３０－６２３１－１

５６１ ８８・８９号住居跡出土遺物

５６４



２３０－３

２３０－７

２３３－１

２３３－２

２３０－５

２３３－３

２３３－４

５６２ ８８・９０号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５６５



２３６－１

２３６－３

２３６－５２３６－２

５６３ ９１号住居跡出土遺物

５６６



２３７－１

２３７－３

２３９－２

２３７－２

２３９－３

２４１－１

２３９－１ ２４４－５

５６４ ９１～９４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５６７



２３９－５

２４４－６

２４４－３ ２４４－８

５６５ ９２・９４号住居跡出土遺物

５６８



２４４－９

２４５－３２４５－１

５６６ ９４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５６９



２４５－２

２４５－４

２４８－１ ２４８－２

５６７ ９４・９５号住居跡出土遺物

５７０



２４４－１０

２４６－１

２５２－１

２５６－３ ２５６－１

５６８ ９４・９７・９８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５７１



２５６－２

２５６－６

２５６－４

２５６－７

２５６－５ ２５８－２

５６９ ９８号住居跡出土遺物

５７２



２５７－１

２５７－３

２５７－２

２５８－１２５８－３

５７０ ９８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５７３



２５７－４

２６０－５

２６０－８

２６３－３

２６０－２

２６３－４

２６３－６

５７１ ９８～１００号住居跡出土遺物

５７４



２６３－８

２６３－１２

２６３－１１ ２６４－３

２６４－２

５７２ １００号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５７５



２６４－１

２６７－２

２６７－３

２６７－４ ２６７－５

５７３ １００・１０１号住居跡出土遺物

５７６



２６７－６

２６７－８

２６８－１

２６８－２２７１－４

５７４ １０１・１０２号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５７７



２７１－５

２７１－６

２７１－９２７１－７

５７５ １０２号住居跡出土遺物

５７８



２７１－１０

２７５－１

２７５－２

２７５－４

２７５－５

２７５－９ ２７５－６

５７６ １０２・１０３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５７９



２７５－７

２７５－１１

２７６－１ ２７５－１２

５７７ １０３号住居跡出土遺物

５８０



２７５－１０

２７５－８

２７６－２ ２７８－３

５７８ １０３・１０４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５８１



２８０－１

２８０－６

２８０－８

２８０－２

２８０－３

２８０－４

２８３－６２８０－５

５７９ １０５・１０６号住居跡出土遺物

５８２



２８３－１

２８３－３

２８３－２

２８３－５２８３－４

５８０ １０６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５８３



２８５－３

２８５－５

２８５－７ ２８８－２

５８１ １０７・１０８号住居跡出土遺物

５８４



２８５－４

２８８－１

２８８－４

２８８－５ ２９０－５

５８２ １０７・１０８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５８５



２８９－１
２８９－４

２８９－３ ２９０－１

５８３ １０８号住居跡出土遺物

５８６



２８９－２

２８８－３

２９３－１

２９３－３２９０－２

５８４ １０８・１０９号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５８７



２９３－２

２９３－５

２９３－６

２９６－２

２９６－７

５８５ １０９・１１０号住居跡出土遺物

５８８



２９６－３

２９６－４

２９６－５

２９８－２

２９８－５

５８６ １１０・１１１号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５８９



２９６－６

２９８－３

３０１－２

３０１－３

２９８－４

３０１－６３０１－１

５８７ １１０～１１２号住居跡出土遺物

５９０



３０１－４

３０１－５

３０５－２

３０１－７

３０８－１

３０８－２

３０８－３

５８８ １１２・１１４・１１８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５９１



３０８－４

３０８－７

３０８－５

３０８－６

３０８－８

３０８－１０３０８－９

５８９ １１８号住居跡出土遺物

５９２



３０９－２

３０９－１

３０９－３
３１２－２

３１２－１ ３１２－３

５９０ １１８・１２０号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５９３



３１２－４

３１２－６

３１２－７３１２－５

５９１ １２０号住居跡出土遺物

５９４



３１２－８

３１４－１

３１４－２

３１２－９

３１４－４

３１６－２

３１６－７

５９２ １２０～１２２号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５９５



３１４－３

３１６－６

３１６－５ ３１６－９

５９３ １２１・１２２号住居跡出土遺物

５９６



３１６－３

３１６－１０

３１８－４

３１８－６３１８－３

５９４ １２２・１２３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５９７



３１８－７

３２４－２

３２４－３

３２５－３ ３２８－１

５９５ １２３・１２６・１２７・１２９号住居跡出土遺物

５９８



３２８－６

３２８－７

３２８－９

３３７－４３３１－１

５９６ １２９・１３１・１３６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

５９９



３３３－１

３３６－３

３３６－６

３３６－７

３３６－１

５９７ １３４・１３６号住居跡出土遺物

６００



３３６－９

３３８－１

３３６－１０

３３７－３３３６－１１

５９８ １３６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６０１



３３６－１２

３３６－１３

３３７－２

３３７－１

３３８－３

５９９ １３６号住居跡出土遺物

６０２



３３８－７

３３８－４

３３８－５

３３８－６

３４０－３

３４０－１

３４３－２

６００ １３６～１３８号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６０３



３４０－４

３４３－１

３４３－４

３４０－５

３４３－５

３４３－９

６０１ １３７・１３８号住居跡出土遺物

６０４



３４３－８

３４５－４

３５２－６

３５２－１

３５２－２

３５２－３
３５２－９

３５２－１０３５２－５

６０２ １３８・１３９・１４２号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６０５



３５２－８

３５２－１３

３５３－１ ３５４－１

６０３ １４２号住居跡出土遺物

６０６



３５２－１４ ３５２－１５

３５３－２ ３５２－１６

６０４ １４２号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６０７



３５３－３ ３５５－２

３５４－２ ３５４－３

６０５ １４２号住居跡出土遺物

６０８



３５３－４

３５５－１

３５９－６

３５９－９

３５９－１１３５９－１０

６０６ １４２・１４３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６０９



３５４－４

３５９－１７

３５９－１９

３５９－２０

３５９－１２

３５９－２１

３５９－１４

３５９－２２３５９－１５

６０７ １４２・１４３号住居跡出土遺物

６１０



３６０－１

３６０－２

３６０－５３６０－３

６０８ １４３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６１１



３６１－１

３６０－４

３６３－５

３６０－６

３６４－２３６４－１

６０９ １４３号住居跡出土遺物

６１２



３６１－２

３６０－８

３６３－２３６１－３

６１０ １４３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６１３



３６２－２ ３６２－４

３６２－３ ３６３－１

６１１ １４３号住居跡出土遺物

６１４



３６１－４

３６２－１

３６３－４ ３６３－３

６１２ １４３号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６１５



３６９－１

３６９－６

３６９－７

３６９－２

３６９－９

３６９－３

３６９－４

３６９－５ ３６９－１０

６１３ １４４号住居跡出土遺物

６１６



３６９－１１
３６９－１８

３７０－１

３６９－１２

３７０－４

３６９－１３

３７０－２

３６９－１４

３６９－２０

６１４ １４４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６１７



３６９－１６

３７１－３

３７１－４

３７０－５

３７０－９

６１５ １４４号住居跡出土遺物

６１８



３７０－１０

３７０－１１

３７２－１ ３７１－２

６１６ １４４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６１９



３７１－１

３７１－６

３７２－２３７１－５

６１７ １４４号住居跡出土遺物

６２０



３７０－１２

３７１－７

３７２－３３７３－１

３７４－５ ３７４－１４

６１８ １４４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６２１



３７２－４ ３７３－３

３７３－２ ３７４－１

３７４－３

６１９ １４４号住居跡出土遺物

６２２



３７４－２

３７４－８

３７４－９

３７４－１０

３７４－１１ ３７４－１２

６２０ １４４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６２３



３７４－７ ３７９－５

３７９－１

３７９－３

３７９－２

３７９－６

６２１ １４４・１４７号住居跡出土遺物

６２４



３７９－７

３７９－４ ３８１－２

３８１－１ ３９２－２

６２２ １４７・１４８・１５６号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６２５



３８９－１

３９２－３

３９５－１

３９５－２

３９２－１

３９５－５

３９６－４

６２３ １５４・１５６・１５７号住居跡出土遺物

６２６



３９５－６

３９６－１

３９５－７３９５－８

６２４ １５７号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６２７



３９７－２ ４００－３

４００－２

４００－４

４００－６

６２５ １５８・１５９号住居跡出土遺物

６２８



４００－５

４００－８

４００－７

４０２－２

４０２－３

４０２－１ ４０２－６

６２６ １５９・１６０号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６２９



４０５－２

４０５－４

４０５－３ ４０９－３

４０９－１ ４０７－３

４０７－２ ４０９－６

４０９－５ ４０９－７

６２７ １６１・１６２・１６４号住居跡出土遺物

６３０



４０９－２

４１１－２

４０９－４

４１１－３

４１１－４４１１－１

６２８ １６４・１６５号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６３１



４１２－１

４１８－１

４１８－４

４２０－３

４１８－５ ４２１－４

６２９ １６５・１６９・１７０・１７３号住居跡出土遺物

６３２



４２３－１

４２３－３

４２４－３４２３－４

６３０ １７４号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６３３



４２３－２

４２３－６

４３２－４

４３５－１

４３５－３

４３７－２

４３７－３

６３１ １７４・１９１・１９３・１９４号住居跡出土遺物

６３４



４３７－１

４３９－２

４３９－４

４３９－１

４３９－６ ４３９－７

６３２ １９４・１９５号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６３５



４３９－９

４３９－８

４４０－１ ４４２－１

６３３ １９５・１９６号住居跡出土遺物

６３６



４４２－２

４３９－５

４４４－３
４４４－１

４４４－７ ４４４－８

６３４ １９５・１９６・１９９号住居跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６３７



４４４－４

４４４－９

４４４－５

４４５－１

４４４－１３４４５－３

６３５ １９９号住居跡出土遺物

６３８



４４４－１２

４４５－２

４４５－４

４４８－３

４５２－６

４５２－４ ４５２－８

６３６ １９９・２１４号住居跡，１２・１４・１７号土坑出土遺物

第１編 高木遺跡

６３９



４５２－１０

４５２－１３

４５２－１１

４５６－４４５６－３

６３７ １７・１８号土坑出土遺物

６４０



４５６－２

４５６－５

４５６－７

４５６－６４５６－８

６３８ １８・２２・３５号土坑出土遺物

第１編 高木遺跡

６４１



４５８－３

４５８－２

５０５－１

５０５－４

４６０－３ ５０８－１

６３９ １・３号焼土遺構，２・７号特殊遺構出土遺物

６４２



４６５－１０

４６５－１３４６５－１４

４６５－１５ ４６５－１６

６４０ １号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６４３



４６５－６

４６５－１２

４６５－１７

４６６－４４６６－１

６４１ １号溝跡出土遺物

６４４



４６７－１

４６７－２

４６７－３ ４６７－４

６４２ １号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６４５



４６８－１

４６８－２

４６９－１

４６９－１２

４６９－２

４６９－４

４６９－１３４６９－５

６４３ １号溝跡出土遺物

６４６



４６９－９

４６９－１６

４６９－１５

４６９－１８

４６９－１７

４７０－６

４７０－７

４７０－４ ４７０－１０

６４４ １号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６４７



４７０－１１ ４７０－１８

４７０－１２
４７０－１９

４７０－２０

４７０－１３

４７０－２１

４７０－１４

４７０－２２

４７０－１５

４７０－２４４７０－１６

６４５ １号溝跡出土遺物

６４８



４７１－２

４７１－４

４７１－７

４７１－６

４７１－９

４７１－８ ４７２－６

６４６ １号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６４９



４７２－５

４７２－９ ４７２－１１

４７２－１０ ４７２－１２

４７２－７

６４７ １号溝跡出土遺物

６５０



４７２－３

４７２－２

４７２－４ ４７２－８

４７３－４

６４８ １号溝跡，６号特殊遺構出土遺物

第１編 高木遺跡

６５１



４７３－１

４７４－１

４７３－２

４７３－３

６４９ ６号特殊遺構出土遺物

６５２



４７８－１

４７８－３

４７８－２

４７８－４

４７８－５

４７８－９４７８－６

６５０ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６５３



４７８－１０

４７９－６

４７８－１２

４７９－８

４７８－１４

４７９－９

４７９－５

４７９－１０

４７９－１２

６５１ ２号溝跡出土遺物

６５４



４７９－１３ ４７９－１６

４７９－１８ ４７９－１９

４８０－３ ４８０－５

４８０－７ ４８０－１４

６５２ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６５５



４８０－１５

４８１－３

４８１－４４８１－１

４８１－２ ４８１－８

６５３ ２号溝跡出土遺物

６５６



４８１－９

４８１－７

４８１－１０

４８２－３４８１－１１

６５４ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６５７



４８２－１

４８３－３

４８３－４

４８３－２ ４８５－５

６５５ ２号溝跡出土遺物

６５８



４８２－２

４８２－４

４８３－１

４８２－８ ４８３－５

６５６ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６５９



４８４－１ ４８４－２

４８４－４ ４８５－３

６５７ ２号溝跡出土遺物

６６０



４８５－１

４８６－１

４８６－４４８６－３

６５８ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６６１



４８５－２

４８６－２

４８８－２４８８－１

６５９ ２号溝跡出土遺物

６６２



４８５－４

４８７－１

４８９－４

４８９－１

４８９－２

６６０ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６６３



４８９－９

４９０－１

４９０－５

４９０－２

４９０－７

４９０－３

４９０－９

４９０－４

４９０－１１４９０－６

６６１ ２号溝跡出土遺物

６６４



４９０－８

４９０－１２

４９０－１３

４９０－１４ ４９１－８

４９０－１５

６６２ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６６５



４９１－５

４９１－１４９１－６

４９１－７

４９１－２

４９２－１４９２－３

６６３ ２号溝跡出土遺物

６６６



４９２－２

４９２－４

４９２－５

４９２－６

６６４ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６６７



４９２－７

４９３－２

４９３－３

４９３－１

４９３－４

６６５ ２号溝跡出土遺物

６６８



４９３－５

４９３－６

４９３－９４９４－５

６６６ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６６９



４９４－１

４９３－７

４９５－１

４９４－２ ４９５－２

４９５－４ ４９５－６

６６７ ２号溝跡出土遺物

６７０



４９５－３

４９５－５

４９５－７４９６－２

６６８ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６７１



４９６－４

４９６－３

４９６－６

４９６－９

４９６－７

４９６－１０４９７－４

６６９ ２号溝跡出土遺物

６７２



４９７－１

４９７－３

４９７－２ ４９８－５

６７０ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６７３



４９８－１

４９８－２ ４９８－３

６７１ ２号溝跡出土遺物

６７４



４９８－６

４９８－８

４９９－１４９８－７

６７２ ２号溝跡出土遺物

第１編 高木遺跡

６７５



５０１－１

５０２－１

５０２－３

５０２－２

５０２－５ ５０２－６

６７３ ４・５号溝跡出土遺物

６７６



５１１－１

５１１－６

５１１－９

５１１－１０

５１１－２

５１１－１１５１１－３

５１１－４ ５１１－１２

６７４ １号遺物包含層出土遺物

第１編 高木遺跡

６７７



５１１－１３ ５１１－１５

５１１－１４ ５１１－１６

５１２－１ ５１２－２

６７５ １号遺物包含層出土遺物

６７８



５１２－３

５１２－４

５１３－１

５１２－６

５１２－９

６７６ １号遺物包含層出土遺物

第１編 高木遺跡

６７９



５１２－８

５１３－２

５１３－３ ５１３－４

６７７ １号遺物包含層出土遺物

６８０



５１４－１

５１４－２

５１４－３５１６－２

６７８ １号遺物包含層出土遺物

第１編 高木遺跡

６８１



５１５－１

５１４－４

５１５－４５１７－３

６７９ １号遺物包含層出土遺物

６８２



５１６－４

５１７－２

５１８－３

５１８－１ ５２０－３

６８０ １号遺物包含層出土遺物

第１編 高木遺跡

６８３



５１６－１ ５１６－３

５２０－４ ５２０－７

５２０－９

６８１ １号遺物包含層出土遺物

６８４



５２０－５

５２０－２ ５２１－１

５２２－１ ５２２－３

６８２ １号遺物包含層出土遺物

第１編 高木遺跡

６８５



５２２－４

５２２－６

５２２－５

５２２－７

５２２－８

５２２－９

５２２－１０

５２２－１２

５２２－１３ ５２２－１４

６８３ １号遺物包含層出土遺物

６８６



５２２－１５

５２２－１６

５２２－１８

５２２－１７

５２２－２０５２２－１９

６８４ １号遺物包含層出土遺物

第１編 高木遺跡

６８７



５２２－２１

５２２－２４

５２２－２２
５２２－２６

５２３－１

５２２－２３

５２３－３５２３－４

６８５ １号遺物包含層出土遺物

６８８



５２３－２

５２４－１

５２４－２

５２４－５

５２４－３

５２４－７

５２４－６

５２４－８

６８６ １号遺物包含層，遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

６８９



５２４－１２

５２４－１３

５２５－１

５２４－１７ ５２５－３

６８７ 遺構外出土遺物

６９０



５２５－４

５２５－５

５２５－７

５２５－６

５２５－１０

５２５－８

５２５－１３５２５－１１

５２５－１５ ５２５－１６

６８８ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

６９１



５２６－１
５２６－２

５２６－３ ５２６－４

５２６－８ ５２６－１１

５２６－１２ ５２６－１４

５２６－１５ ５２６－１８

６８９ 遺構外出土遺物

６９２



５２７－１

５２７－２

５２７－４

５２７－３

５２７－６

５２７－５

５２７－９

５２７－８

５２７－１０

６９０ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

６９３



５２７－１２

５２７－１３

５２８－１

５２８－２

５２８－６

５２８－３

５２８－５

６９１ 遺構外出土遺物

６９４



５２８－８

５２８－１０

５２８－１１

５２８－１２

５２８－１３

５２８－１４５２８－１５

５２９－１ ５２９－２

６９２ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

６９５



５２９－３

５２９－４

５２９－７

５２９－５

５２９－１１

５２９－８

５２９－１３

５２９－１６ ５２９－１７

６９３ 遺構外出土遺物

６９６



５２９－１５

５３０－１

５３０－３

５３０－５

５３０－４

５３０－６

５３０－７

５３０－９５３０－８

６９４ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

６９７



５３０－１１

５３０－１７

５３０－１２

５３１－１

５３０－１３

５３１－３

５３０－１４

５３１－４５３０－１５

６９５ 遺構外出土遺物

６９８



５３１－６

５３１－９

５３１－８

５３１－１０

５３１－１１ ５３１－１３

６９６ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

６９９



５３２－１ ５３２－３

５３２－２

５３２－４ ５３３－１

６９７ 遺構外出土遺物

７００



５３２－５

５３３－４

５３３－３ ５３４－２

６９８ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

７０１



５３３－５ ５３４－４

５３６－３ ５３６－５

６９９ 遺構外出土遺物

７０２



５３４－３

５３５－２

５３５－１ ５３５－３

７００ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

７０３



５３６－１

５３６－２

５３６－４

５３７－３ ５３７－４

７０１ 遺構外出土遺物

７０４



５３７－１ ５３７－２

５３７－５ ５３８－１

５３９－４ ５３９－７

７０２ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

７０５



５３９－３

５３９－８

５３９－５

５３９－６ ５３９－１６

７０３ 遺構外出土遺物

７０６



５４０－３

５４０－９

５４１－１５４０－４

７０４ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

７０７



５４１－３ ５４１－５

５４２－２

５４２－４ ５４２－５

５４２－６ ５４２－７

７０５ 遺構外出土遺物

７０８



５４３－１３

５４５－１

５４５－２

５４５－３

５４５－１４５４３－４

５４４－３

７０６ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

７０９



５４５－７

５４５－１２

５４５－１０

５４５－１３

５４５－１５５４５－１６

７０７ 遺構外出土遺物

７１０



５４５－１９

５４５－１８

５４５－２０

５４５－２１

５４６－１

５４５－１７

５４５－２２

７０８ 遺構外出土遺物

第１編 高木遺跡

７１１



写 真 図 版

きた の わき

第２編 北ノ脇遺跡



１ 調査区全景（北より）

２ 調査風景

第２編 北ノ脇遺跡

７１５



３ １号住居跡（南西より）

４ ２号住居跡（南西より）

７１６



ａ ｂ

ｃ ｄ

５ ２・３号住居跡細部 ａ ２号住居跡遺物出土状況（南より） ｂ ２号住居跡カマド（南西より）
ｃ ３号住居跡カマド周辺遺物出土状況（南より） ｄ ３号住居跡柱穴跡（北東より）

６ ３号住居跡（南東より）

第２編 北ノ脇遺跡

７１７



７ ４号住居跡（南東より）

８ ５号住居跡（北西より）

７１８



９ ６号住居跡（南西より）

ａ

ｂ ｃ

１０ ６号住居跡細部 ａ 遺構断面（南西より） ｂ カマド（南西より）
ｃ カマド断割状況（南西より）

第２編 北ノ脇遺跡

７１９



１１ ７号住居跡（南西より）

１２ ７号住居跡カマド（南西より）

７２０



１３ ８号住居跡（西より）

１４ ９号住居跡（南より）

第２編 北ノ脇遺跡

７２１



１５ １０号住居跡（西より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

１６ １０号住居跡細部 ａ カマド（東より） ｂ カマド断割状況（東より）
ｃ 白色粘土 ｄ 掘形状況（東より）

７２２



１７ １１号住居跡（南東より）

１８ １２号住居跡（西より）

第２編 北ノ脇遺跡

７２３



１９ １３号住居跡（南東より）

２０ １４号住居跡（北東より）

７２４



２１ １５号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

２２ １５号住居跡細部 ａ 遺構断面（北西より） ｂ 遺物出土状況
ｃ 遺物出土状況

第２編 北ノ脇遺跡

７２５



２３ １６号住居跡（南東より）

ａ ｂ

ｃ ｄ

２４ １６号住居跡細部 ａ カマド（南東より） ｂ 遺物出土状況
ｃ カマド断割状況（南東より） ｄ 検出状況（南東より）

７２６



２５ １７号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

２６ １７号住居跡細部 ａ 遺構断面（東より） ｂ カマド（東より）
ｃ 検出状況（東より）

第２編 北ノ脇遺跡

７２７



２７ １８号住居跡（南東より）

２８ １９号住居跡（南東より）

７２８



２９ ２０号住居跡（南西より）

３０ ２１号住居跡遺構断面（東より）

第２編 北ノ脇遺跡

７２９



３１ ２２号住居跡遺構断面（南より）

３２ ２３号住居跡（南より）

７３０



３３ ２４号住居跡（南より）

ａ

ｂ ｃ

３４ ２４号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド（南より）
ｃ 貯蔵穴（北より）

第２編 北ノ脇遺跡

７３１



３５ ２５号住居跡（東より）

ａ

ｂ ｃ

３６ ２５号住居跡細部 ａ 遺構断面（南より） ｂ カマド（東より）
ｃ 掘形状況（東より）

７３２



３７ ２６号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

３８ ２６号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド（南西より）
ｃ １号ピット検出（南西より）

第２編 北ノ脇遺跡

７３３



３９ ２７号住居跡（南東より）

ａ

ｂ ｃ

４０ ２７号住居跡細部 ａ 遺構断面（南東より） ｂ カマド（南東より）
ｃ 遺物出土状況

７３４



ａ ｂ

４１ ２８号住居跡細部 ａ 検出状況（北東より） ｂ 煙道断面（北西より）

４２ ２９号住居跡（北西より）

４３ ３４号住居跡（北西より）

第２編 北ノ脇遺跡

７３５



４４ ３０号住居跡（南より）

４５ ３０号住居跡カマド（南より）

７３６



４６ ３１号住居跡（南西より）

４７ ３３号住居跡（西より）

第２編 北ノ脇遺跡

７３７



４８ ３２号住居跡（南東より）

４９ ３２号住居跡カマド（南東より）

７３８



５０ ３５号住居跡（南東より）

５１ ３６号住居跡（東より）

第２編 北ノ脇遺跡

７３９



５２ ３７号住居跡（東より）

５３ ３８号住居跡（南より）

７４０



５４ ３９号住居跡（東より）

５５ ４０号住居跡（東より）

第２編 北ノ脇遺跡

７４１



５６ ４１号住居跡（南より）

５７ ４１号住居跡遺物出土状況（南より）

７４２



ａ ｂ

５８ ４１号住居跡細部 ａ 検出状況（南西より） ｂ 遺物出土状況

５９ ４２号住居跡（南東より）

ａ ｂ

６０ １号土坑，ピット群 ａ １号土坑（南より） ｂ Ｏ１９－７グリッド Ｐ３１柱材出土状況（南より）

第２編 北ノ脇遺跡

７４３



６１ １・２・３号柱列跡全景（南西より）

６２ 冬場の調査風景（北ノ脇遺跡を臨む）

７４４



５－１

５－２

５－４

５－３
７－１

７－３

７－６

７－４

７－５

６３ １・２号住居跡出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７４５



１２－４

１２－２

１２－７

１２－８

１２－１１

１２－１５

１３－２ １３－５

１３－３ １４－２

６４ ３号住居跡出土遺物

７４６



１７－３

１７－４

２０－１

２０－５

２０－２

２０－６

２０－３

２１－２２０－４

６５ ４・６号住居跡出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７４７



２１－１
２０－８

２６－３

２３－１

２９－１

２９－１２

２９－３

２９－４

３０－３

２９－５

３０－４２９－９

６６ ６・７・９・１０号住居跡出土遺物

７４８



３３－１

３８－５

３３－２

３８－２

３９－１

３８－３

３８－４

６７ １２・１５号住居跡出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７４９



３８－７

３９－２４０－１

３８－９

４３－２ ４３－３

６８ １５・１６号住居跡出土遺物

７５０



４３－４

４３－７

４３－５

４４－３

４４－４

４８－１

４７－１

４７－３

４７－６

６９ １６～１８号住居跡出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７５１



４８－２

５０－１

５０－３

５２－１

５３－１

５３－３

５３－２ ５５－３

７０ １８・１９・２１～２３号住居跡出土遺物

７５２



５８－３

５８－８

５８－４

５８－９５８－７

５９－１

６１－２ ６１－３

７１ ２４・２５号住居跡出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７５３



６１－１

６１－６

６１－５

６４－１

６４－２

６４－６

６４－４ ６５－１

７２ ２５・２６号住居跡出土遺物

７５４



６４－５

６８－１

６８－３

６８－４

６８－５

６８－８

６８－７

６８－１３

６８－１２ ６９－１

７３ ２６・２７号住居跡出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７５５



６８－１４

６９－２

６９－３

７２－２

７５－２

７２－３

７５－１

７４ ２７・２９・３１号住居跡出土遺物

７５６



７６－１ ７９－２

７６－２

７９－３

７６－３

７９－５

８０－１
８１－１

８４－２

８４－１

８６－１

７５ ３２～３５・３７・３８号住居跡出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７５７



９１－１

９１－７

９１－２

９１－３

９１－９

９１－４

９１－５

９１－６

９５－２９１－８

７６ ４１号住居跡，１号土坑出土遺物

７５８



９５－１

９７－１

１０２－５

１０２－８

１０２－１２

１０３－２

１０３－１４

１０４－３

１０４－２１０４－８

７７ １号土坑，Ｏ１９－７・Ｐ２，遺構外出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７５９



１０４－１４ １０５－４

１０５－７

１０５－９ １０５－１０

１０６－１

１０６－２

１０６－３ １０６－８

７８ 遺構外出土遺物

７６０



１０６－７

１０７－１

１０７－２

１０７－４
１０７－５

１０７－６

１０９－４１０７－７

７９ 遺構外出土遺物

第２編 北ノ脇遺跡

７６１



１０９－５

１１０－１

１１２－２

１１２－３

１１３－２

１１２－５

１１４－６

１１６－３１１４－７

８０ 遺構外出土遺物

７６２



１１５－１

１１７－８

１５－６

３１－３ ４７－９

３１－９ １５－７ ７９－７ １１７－１６

８１ 遺構外出土遺物，土製品，石製品

第２編 北ノ脇遺跡

７６３



１５－１１ ８６－４

７２－６

１８－２ ９３－５

４３－９

８８－７ １１７－１５ １５－５

３１－８

３１－５

６９－５

４７－１１ ４７－１２

８２ 土製品，石製品

７６４



１５－２

５０－５

９２－６

１５－１０

１１１－４

１５－９

９２－４

９２－５

２４－３

１５－８

１１７－７

８８－２

８８－５

３１－１

２９－１５

９３－４

７９－６

５９－２

１５－３

１１１－５

１５－４

８３ ミニチュア土器，手捏ね土器

８４ 土・石製玉類

第２編 北ノ脇遺跡

７６５



２４－４

１１８－２

３１－６

１１８－４

１１８－１

１１８－５

８８－８

６９－８

１１８－６

３１－７
１１８－９

１１８－３

１１８－７

１１８－８

９８－１ ９８－２ ９９－１

８５ 鉄製品，グリッドピット出土柱材

７６６



報告書抄録

ふ り が な

所収遺跡名
ふ り が な

所在地
コ ー ド 北 緯

° ′ ″

東 経

° ′ ″
調 査 期 間 調 査 面 積 調 査 原 因

市町村 遺跡番号

たか ぎ

高 木

ふく しま けん あ だち ぐん

福島県安達郡
もと みや まち たか ぎ あざ

本宮町高木字
たか ぎ

高木

０７３２３ ００８７

３６度

０分

１秒

１３９度

５０分

６秒

１９９９０４１２

～１９９９１２２３
１１，１５０�

阿武隈川右岸築

堤に伴う事前調

査

きた の わき

北 ノ 脇

ふく しま けん あ だち ぐん

福島県安達郡
もと みや まち たか ぎ あざ

本宮町高木字
きた の わき

北ノ脇

０７３２３ ００８７

３６度

０分

１秒

１３９度

５０分

６秒

１９９９０４１２

～１９９９１２２３
１，３００� 同上

ふり がな

書 名
あ ぶ くまがわ う がんちくてい い せきちょう さ ほうこく

阿武隈川右岸築堤遺跡調査報告

副 書 名 高木・北ノ脇遺跡

巻 次 ２

シリーズ名 福島県文化財調査報告書

シリーズ番号 第４０１集

編 著 者 名 安田 稔・高久田富裕・佐藤あかり・菅原祥夫・大河原 勉・大波紀子

編 集 機 関 財団法人福島県文化振興事業団 〒９６０－８１１６ 福島県福島市春日町５－５４ �０２４－５３４－９１９１

発 行 機 関 福島県教育委員会 〒９６０－８０６５ 福島県福島市杉妻町２－１６ �０２４－５２１－１１１１

発行年月日 １４年１１月２８日

所収遺跡名 種 別 主な時代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

高 木

集 落 跡

散 布 地

古 墳

奈 良

平 安

竪穴住居跡 １７６軒

土坑 ３５基

焼土遺構 ３基

集石遺構 １基

溝跡 ５条

特殊遺構 ７基

遺物包含層 １か所

土師器 １，４５１点

須恵器 １９０点

陶器 １点

土製品 １０９点

石製品 ４８点

金属製品 ３７点

水晶 １点

※（図示点数）

自然堤防上に営まれた古墳～奈良・

平安時代の集落跡。主体は，古墳時

代終末期の７世紀である。２００軒を越

える竪穴住居跡が検出され，２，３００点

以上に及ぶ膨大な図示遺物が出土し

た（約７００箱）。

７世紀の集落は，幅６～８ｍの大

溝で集落内部が区画され，後背湿地

では「水辺」の祭祀が行われている。

出土遺物には，豊富な土師器のほ

か，須恵器提瓶・横瓶・�，銅釧，
銀環，鉄刀，座金などの特殊器物が

含まれる。

北 ノ 脇

集 落 跡

散 布 地

古 墳

奈 良

平 安

竪穴住居跡 ４２軒

土坑 １基

柱列 ３基

ピット １２６個

土師器 ３０８点

須恵器 ７０点

土製品 ６８点

石製品 ３点

金属製品 １５点

鉄滓

※（図示点数）
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