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６ その他の時代の遺構と遺物

その他の時代の遺構は，近代の土坑１基，時期や性格が不明な土坑３４２基を確認した。以下，遺構及び遺物

について記述する。

� 土坑

第５３９８号土坑（第７５７図）

位置 調査区南西部のＳ３ｉ９区，標高２１�５ｍほどの斜面部中段に位置している。

重複関係 第５３９５号土坑を掘り込んでいる。

規模と形状 長径１�９５ｍ，短径１�１２ｍの隅丸長方形で，長径方向はＮ－８８°－Ｗである。深さは７３�で，底面

は平坦であり，壁は外傾して立ち上がっている。

第７５７図 第５３９８号土坑・出土遺物実測図

―８９３―



覆土 ４層に分けられる。ロームブロックや炭化材を含む人為堆積である。

遺物出土状況 陶器片５１点（源法寺焼甕），石製品１点（硯），ガラス製品１点（石蹴遊具），鉄製品１点（不

明）が出土しているほか，縄文土器片，土師器片，須恵器片，土師質土器片，陶磁器片が混入している。１１９０

は第２層の上面に正位で据え置かれた状態で出土し，内部底面からはＱ１２４・Ｑ１２５が出土している。

所見 １１９０の内面には炭化した有機物の付着がみられ，肥甕と考えられる。ただし，掘り方が隅丸長方形であ

り，甕を棺に転用した墓坑の可能性もあり，Ｑ１２４・Ｑ１２５はその副葬品とも考えられる。Ｑ１２５は，赤穂浪士

の図柄と「赤垣源藏」の銘があり，同種の石蹴遊具は，神奈川県逗子市池子遺跡群の№７地点東地区第１号旧

河道に出土例がある。第１号旧河道の埋没時期が昭和１３年以前とされていることから戦前に流行した玩具類と

考えられる。時期は，出土遺物から１９世紀末葉から２０世紀初頭と考えられる。

� その他の土坑（第７５８～７７６図）

性格不明の土坑については，以下，実測図にて紹介する。

土層解説
１ 暗 灰 黄 色 ロームブロック中量，炭化材少量，白色粘土ブロ

ック微量
２ 黒 褐 色 ロームブロック中量，炭化材少量

３ 灰 黄 褐 色 ロームブロック少量
４ 暗 褐 色 ロームブロック中量

第７５８図 その他の土坑実測図�

第５３９８号土坑出土遺物観察表（第７５７図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９０ 陶器 甕 － （２４�８）２４�０ 長石・石英・雲母 明赤褐 普通 ロクロ成形 上層 ２０％ 源法寺焼

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｑ１２４ 硯 １３�５ ６�１ ２�０ ２１９�１ 泥岩 陸部一部欠損 擦痕 １１９０底面 PL１４３

Ｑ１２５石蹴遊具 ５�３ ４�７ ０�９ ４１�５ ガラス 浪士像 「赤垣源蔵」銘 三角文 灰オリーブ色 １１９０底面 PL１４３

―８９４―



第７５９図 その他の土坑実測図�

―８９５―



第７６０図 その他の土坑実測図�

―８９６―



第７６１図 その他の土坑実測図�

―８９７―



第７６２図 その他の土坑実測図�

―８９８―



第７６３図 その他の土坑実測図�

―８９９―



第７６４図 その他の土坑実測図�

―９００―



第７６５図 その他の土坑実測図�

―９０１―



第７６６図 その他の土坑実測図�

―９０２―



第７６７図 その他の土坑実測図�

―９０３―



第７６８図 その他の土坑実測図�

―９０４―



第７６９図 その他の土坑実測図�

―９０５―



第７７０図 その他の土坑実測図�

―９０６―



第７７１図 その他の土坑実測図�

―９０７―



第７７２図 その他の土坑実測図�

―９０８―



第７７３図 その他の土坑実測図�

―９０９―



第７７４図 その他の土坑実測図�

―９１０―



第７７５図 その他の土坑・出土遺物実測図

―９１１―



第７７６図 その他の土坑出土遺物実測図

第４１７５号土坑出土遺物観察表（第７７６図）

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２２９ 煙管 （６�４） １�４ ２�０ （６�４） 銅 外面緑青 内羅宇一部残存 雁首部 覆土中 PL１４７

第４１８６号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土・釉薬 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９１ 陶器
灰釉
端反皿

１０�５ ２�３ ４�０ 精良・灰釉
灰オ
リーブ

良好
体部内・外面灰釉 体部内面トチン痕 削
り出し高台 高台周辺無釉 底部朱墨「一」

下層
１００％ 瀬戸・美濃系
PL１３６・１３７

第４１９４号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

DP１３９ 土鈴 （５�０） ３�７ ０�３ （１６�２）土（長石・雲母） ヘラ磨き にぶい橙色 孔有 覆土中 PL１３８

第４２３５号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９２ 土師質土器 小皿 ６�４ １�７ ３�４ 長石・石英・赤色粒子 橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 底部回転糸切り 上層 ８０％

第４３８３号土坑出土遺物観察表（第７７６図）

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３０ 煙管 （７�７） ２�７ ０�８ （７�２） 銅 外面緑青 雁首部 肩部有り 上層 PL１４７

第４４１２号土坑出土遺物観察表（第７７６図）

番号 器種 径 孔径 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３１ 古銭 ２�５０ ０�５５ ０�２０ ５�５ 銅 寛永通寶 初鋳１６３６年 古寛永 覆土中

第４４３８号土坑出土遺物観察表（第７７６図）

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３２ 鎌 １７�５ ５�４ ０�３（１２９�３）鉄 曲刃 基部折り返し 覆土中 PL１４６

―９１２―



第４４６５号土坑出土遺物観察表（第７７６図）

番号 器種 径 孔径 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３３ 古銭 ２�５０ ０�６４ ０�２４ ２�５ 銅 政和通寶 初鋳１１１１年 北宋銭 篆書 下層 PL１４８

第４５５３号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９３ 土師質土器 小皿 ［８�３］ ３�０ ４�２ 雲母 橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 体部内面ナデ 底部回転糸切り 覆土中 ５０％

第４６１０号土坑出土遺物観察表（第７７６図）

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３４ 耳環 １�７ １�６ ０�５ ３�２ 銅 開口部有り 下層 PL１４７

第５２７９号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土・釉薬 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９４ 陶器 丸皿［１２�６］ ２�２ ［７�６］ 精良・長石釉 灰白 良好 ロクロ成形 体部内・外面長石釉 削り出し高
台 底部無釉 覆土中 ３０％志野系

第５３３６号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９５ 土師質土器 小皿 ８�７ ２�３ ４�１ 長石・石英・赤色粒子 橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 底部回転糸切り 覆土中 １００％ PL１３６

第５３６８号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９６ 土師質土器 小皿 ［７�４］ ２�２ ５�２ 長石・石英・雲
母・赤色粒子 橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 底部回転糸切り 覆土中 ５０％

第５３７６号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９７ 土師質土器 小皿 ９�４ ２�６ ４�７ 長石・石英・雲
母・赤色粒子 橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 体部内面ナデ 底部

回転糸切り 上層 ７０％

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３５ 刀子 （１１�３） １�６ ０�４ （１３�８）鉄 端部欠損 断面三角形 両関 上層

第５５１４号土坑出土遺物観察表（第７７５図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９８ 土師質土器 小皿 ６�２ １�７ ３�８ 長石・石英・雲
母・赤色粒子 にぶい橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 底部回転糸切り後ナデ 覆土中 １００％ PL１３６

第５５２２号土坑出土遺物観察表（第７７５・７７６図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土・釉薬 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１１９９ 陶器 丸皿［１０�４］ ２�７ ［５�３］ 精良・長石釉 灰白 良好 ロクロ成形 体部内・外面長石釉 削り出し高
台 底部無釉 中層 ４０％志野系

番号 器種 径 孔径 厚さ 重量 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３６ 古銭 ２�４０ ０�６９ ０�１０ ２�６ 銅 熈寧元寶 初鋳１０６８年 北宋銭 真書 中層 PL１４８

―９１３―



表６４ その他の土坑一覧表

番号 位置 長径方向 平面形
規 模（ｍ）

壁面 底面 覆土 主な出土遺物
備考

（新旧関係 旧→新）長径×短径 深さ（�）

４１６５ Ｓ５ｈ１ Ｎ－１０°－Ｗ 楕円形 １�９１×０�９２ ２３ 外傾 平坦 人為 土師器片 SI２５９６�SI２５９７�本跡

４１６６ Ｓ５ｃ２ Ｎ－５４°－Ｅ 不整楕円形 １�６８×１�４０ １２ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，灰釉陶器片 SI２６０９・SB４７８�本跡

４１６７ Ｓ５ｃ４ Ｎ－５４°－Ｗ 楕円形 １�４４×０�７６ ２０ 外傾 平坦 人為 SI２５９４�本跡

４１７２ Ｓ４ｉ８ Ｎ－９°－Ｅ 楕円形 ０�６８×０�５８ ２６ 垂直 平坦 人為 SK４１６９�本跡

４１７３ Ｓ４ｊ８ Ｎ－６１°－Ｗ 楕円形 ０�６４×０�５８ ３８ 外傾 傾斜 人為 SK４１６９�SK４１７８�本跡

４１７５ Ｔ４ａ８ Ｎ－３３°－Ｅ ［不整楕円形］ ６�１４×（２�４０） ９５ 緩斜 Ｕ字状 自然 土師器片，須恵器片，土師質土器
片，陶器片，石臼，砥石，煙管 本跡�SF１７

４１７６ Ｓ４ｉ８ Ｎ－２４°－Ｅ ［隅丸長方形］（１�２２）×０�６４ ２８ 緩斜 Ｕ字状 人為 SK４１６９�本跡�SK４１７７

４１７８ Ｓ４ｊ８ Ｎ－８８°－Ｅ［楕円形］［１�１５］×０�７０ ７２ 外傾 平坦 人為 土師質土器片 SK４１６９�本跡�SK４１７３

４１７９ Ｓ４ｊ８ Ｎ－４８°－Ｅ 円形 １�０８×１�００ ３０ 垂直 平坦 人為 SF１６�本跡

４１８０ Ｓ５ｃ３ Ｎ－１４°－Ｅ 楕円形 １�１６×０�９４ ３０ 垂直 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SI２６０８�本跡

４１８３ Ｓ５ｄ１ Ｎ－５２°－Ｗ 楕円形 ０�８４×０�７４ ３６ 緩斜 平坦 人為 土師器片 SI２６１５�本跡

４１８５ Ｓ５ａ７ Ｎ－７８°－Ｗ 方形 １�１４×１�０８ ４９ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片 SK４１９１�本跡

４１８６ Ｓ５ａ７ Ｎ－１０°－Ｅ 長方形 ２�１２×１�７８ １１ 緩斜 平坦 人為 土師器片，陶器片

４１８８ Ｓ４ｃ０ Ｎ－８０°－Ｅ 方形 １�９６×１�８４ １９ 外傾 平坦 人為 SK２６１６�本跡�SK４１８９�
SK４１９５

４１８９ Ｓ４ｃ０ Ｎ－８２°－Ｗ 楕円形 １�６６×１�３６ ７７ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SK４１８８�本跡�SK４１９５

４１９１ Ｓ５ａ７ Ｎ－７８°－Ｗ［長方形］ １�２６×０�８９ １６ 緩斜 平坦 人為 本跡�SK４１８５

４１９４ Ｓ５ｂ２ Ｎ－２５°－Ｅ 楕円形 １�５２×０�９１ ２０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器
片，陶器片，土製鈴 SI２６０９�本跡�SB４７４

４１９５ Ｓ４ｃ０ Ｎ－１０°－Ｗ 隅丸方形 ０�９４×０�８６ ５４ 外傾 平坦 人為 SK４１８８�SK４１８９�本跡

４１９７ Ｓ４ｅ０ Ｎ－８７°－Ｅ 楕円形 １�２５×０�８７ １１ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，灰釉陶器片 SI２６０３�SI２６０４�本跡

４１９８ Ｓ４ｂ０ Ｎ－７°－Ｅ 隅丸長方形 ２�０２×０�９６ １２ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，砥石 SK４１９９�本跡

４２００ Ｑ５ｉ２ Ｎ－３５°－Ｅ 隅丸長方形 ２�１４×１�４６ １７ 緩斜 平坦 人為 SD１５５・SK４２０１�本跡

４２０２ Ｑ５ｊ１ Ｎ－３０°－Ｅ 楕円形 ０�８３×（０�６８） １０ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片 本跡�SD１５５

４２０４ Ｑ５ｉ１ Ｎ－１５°－Ｅ 楕円形 ０�９６×０�８５ ３８ 外傾 平坦 人為 土師器片，磁器片，瓦片

４２０５ Ｑ５ｈ１ Ｎ－８０°－Ｗ 楕円形 １�１２×０�８５ １４ 緩斜 Ｕ字状 自然 土師器片，須恵器片

４２０６ Ｑ５ｇ２ Ｎ－７４°－Ｅ 楕円形 ０�８６×０�７４ １８ 緩斜 平坦 自然 土師器片，須恵器片，磁器片，種子

４２０７ Ｑ５ｈ１ Ｎ－６８°－Ｅ 楕円形 １�２０×０�８５ １６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，瓦片

４２１６ Ｑ４ｇ０ Ｎ－４８°－Ｗ 方形 １�２２×１�１２ １９ 緩斜 平坦 人為 第９５号堀跡�本跡

４２１８ Ｑ４ｇ８ Ｎ－７９°－Ｗ 楕円形 １�５２×１�３２ ８ 緩斜 平坦 人為 SK４２１７�本跡

４２１９ Ｑ４ｇ８ Ｎ－３５°－Ｅ 長方形 １�０６×０�８４ １６ 外傾 平坦 自然

４２２１ Ｒ５ｊ４ Ｎ－１８°－Ｅ 長方形 １�９０×０�８２ ８ 緩斜 平坦 自然 土師器片，須恵器片

４２２４ Ｑ４ｉ８ Ｎ－７°－Ｗ［隅丸方形］［０�９０］×０�８８ １５ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 SK４２２５�本跡�SK４２３３

４２２９ Ｑ４ｉ７ Ｎ－４°－Ｗ 楕円形 １�１０×０�８８ ４９ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器
片，敲石，砥石，鉄滓 本跡�SK４２９７

４２３３ Ｑ４ｉ８ Ｎ－１２°－Ｅ 隅丸長方形 １�２６×１�０４ ２８ 外傾 平坦 人為 SK４２２５�SK４２２４・SK４２２６�本跡

４２３４ Ｑ４ｉ８ Ｎ－７８°－Ｗ 楕円形 １�３８×１�０１ ２６ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SE７２�SK４２３２�本跡

４２３５ Ｒ５ｈ１ Ｎ－７３°－Ｅ 長方形 ２�００×１�４１ １５ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SI２６１１�本跡

４２３６ Ｒ５ｈ２ Ｎ－２１°－Ｗ 楕円形 ０�７９×０�５６ １９ 緩斜 平坦 人為 SK４２４２�本跡

４２４０ Ｓ４ａ０ Ｎ－３０°－Ｅ 長方形 １�２４×０�９４ ２９ 緩斜 傾斜 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器
片，灰釉陶器片 SI２６２１�SB４７７�本跡

４２４２ Ｒ５ｈ２ Ｎ－７５°－Ｗ［楕円形］（１�５４）×０�４６ １３ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 本跡�SK４２３６

４２４８ Ｑ４ｊ８ Ｎ－７６°－Ｗ 楕円形 １�４０×０�７８ １２ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 SK４２４９�本跡�SK４２２７

４２５０ Ｑ４ｊ７ Ｎ－７４°－Ｗ 楕円形 １�６２×０�９６ １３ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SK４２４９�本跡

４２５１ Ｑ４ｊ８ Ｎ－４０°－Ｅ［楕円形］ ０�９０×（０�６０） １６ 緩斜 平坦 人為 土師質土器片 本跡�SK４２５２

４２５７ Ｓ５ｂ４ Ｎ－２４°－Ｅ 楕円形 ５�１６×４�３２ ６６ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器
片，灰釉陶器片，陶磁器片，刀子 SI２６１８�SB４７２・４７４�本跡

４２５９ Ｑ４ｆ９ Ｎ－６７°－Ｗ 不整長方形 ２�９７×０�７７ １０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 SK４２３１�本跡

４２６１ Ｑ４ｆ９ Ｎ－８２°－Ｗ 楕円形 １�８４×０�６３ ２４ 緩斜 平坦 自然 SK４２３１�本跡

４２６３ Ｑ４ｊ９ Ｎ－８０°－Ｗ 楕円形 １�２１×０�８８ ２２ 緩斜 平坦 人為 第９５号堀跡�本跡
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番号 位置 長径方向 平面形
規 模（ｍ）

壁面 底面 覆土 主な出土遺物
備考

（新旧関係 旧→新）長径×短径 深さ（�）

４２６４ Ｒ４ｊ９ Ｎ－７２°－Ｗ 楕円形 ［１�４３］×１�１４ １６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片 第９５号堀跡�本跡�SK４２６５

４２６５ Ｒ４ｊ９ Ｎ－７７°－Ｗ 隅丸方形 １�０４×１�００ ２４ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 第９５号堀跡�SK４２６４�本跡

４２６７ Ｑ４ｉ６ Ｎ－７６°－Ｗ 隅丸長方形 １�４６×１�２４ ４６ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 SE７８�本跡

４２６８ Ｑ４ｉ５ Ｎ－１９°－Ｅ 楕円形 ［１�１８］×０�９６ ２２ 緩斜 平坦 人為 土師器片 SE７８�本跡

４２７４ Ｒ４ｆ５ Ｎ－９°－Ｅ 方形 １�０７×［０�９３］ ４４ 緩斜 Ｕ字状 人為 須恵器片，鉄滓

４２７６ Ｓ４ｆ０ Ｎ－３６°－Ｗ 楕円形 １�０８×０�９４ ５０ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，砥石 SI２５９１・２６２３�本跡�SK４２７５

４２７８ Ｑ４ｇ７ Ｎ－２３°－Ｅ 楕円形 ０�６０×０�４８ １０ 外傾 Ｕ字状 人為

４２８０ Ｒ５ｇ１ Ｎ－２５°－Ｅ 隅丸長方形 １�３４×０�９６ １８ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，土玉 SI２５９９�本跡

４２８１ Ｒ４ａ８ Ｎ－６６°－Ｅ［楕円形］ １�４８×［０�７０］ ６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SK４２８２・４２８４�本跡

４２８２ Ｒ４ａ８ Ｎ－７７°－Ｗ 楕円形 ０�５０×０�３５ ６２ 垂直 凹凸 人為 土師器片，須恵器片 第９５号堀跡�本跡�SK４２８１

４２８４ Ｒ４ａ８ Ｎ－８５°－Ｅ ［方形］ ０�６８×（０�４８） ２０ 緩斜 Ｕ字状 人為 須恵器片 本跡�SK４２８１・４２８３

４２８５ Ｒ５ｆ１ Ｎ－２３°－Ｅ 不整楕円形 １�８３×０�８８ １８ 外傾 凹凸 人為 SI２５９９�本跡

４２８８ Ｒ４ｃ７ Ｎ－１６°－Ｅ 楕円形 １�００×［０�７２］ ４６ 外傾 平坦 自然 土師器片，須恵器片，陶器片

４２８９ Ｒ５ａ１ Ｎ－１４°－Ｅ 円形 （０�７４）×０�６８ ３５ 外傾 Ｕ字状 自然 須恵器片 本跡�SK４２７７

４２９０ Ｑ５ｊ２ Ｎ－１６°－Ｅ 楕円形 １�２８×０�９２ １８ 外傾 平坦 自然 土師器片，茶臼 SD１５５�本跡

４２９３ Ｒ４ａ８ Ｎ－２３°－Ｅ 円形 ［０�６２］×０�５８ ５２ 外傾 Ｕ字状 人為 土師質土器片，陶器片 SK４２９２�本跡

４２９４ Ｒ４ｉ４ Ｎ－６４°－Ｗ 楕円形 １�０６×０�８４ １８ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，陶器片

４２９５ Ｒ４ｉ４ Ｎ－０° 円形 ０�７４×０�６８ ６０ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，陶器片

４２９９ Ｒ４ａ７ Ｎ－１７°－Ｅ 楕円形 ０�４５×０�３８ ３２ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

４３００ Ｒ４ｂ７ Ｎ－１７°－Ｅ 円形 ０�３６×０�３５ ４９ 外傾 平坦 人為

４３０１ Ｒ４ｂ７ Ｎ－２１°－Ｅ 楕円形 ０�３４×０�３０ ３５ 外傾 平坦 人為 SK４３０２�本跡

４３０２ Ｒ４ａ７ Ｎ－７７°－Ｗ 隅丸長方形 １�７２×０�８４ １６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 本跡�SK４３０１・４３０７

４３０３ Ｒ４ｉ５ Ｎ－８１°－Ｅ 楕円形 ０�８０×０�７４ １５ 緩斜 平坦 人為 土師器片 SK４３０４�本跡

４３０４ Ｒ４ｉ５ Ｎ－１２°－Ｗ 楕円形 ０�４５×０�３６ ５１ 垂直 平坦 人為 陶器片 本跡�SK４３０３

４３０５ Ｑ４ｊ７ Ｎ－３６°－Ｗ 楕円形 ０�５６×０�５２ ３６ 外傾 平坦 人為 SK４３０６�本跡

４３０６ Ｑ４ｊ６ Ｎ－０° 円形 ０�４２×０�４０ ４４ 外傾 Ｕ字状 人為 土師質土器片 本跡�SK４３０５

４３０７ Ｒ４ａ７ Ｎ－７０°－Ｅ 円形 ０�３０×０�２８ １７ 緩斜 平坦 人為 SK４３０２�本跡

４３０９ Ｒ４ｃ８ Ｎ－２３°－Ｅ 楕円形 ０�９２×［０�５８］ １１ 外傾 平坦 人為 陶器片 SI２６２７�本跡・SK４３２６

４３１０ Ｒ４ｄ８ Ｎ－３０°－Ｅ 長方形 ３�８８×０�７３ １０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，磁器片 本跡�SK４３１１

４３１１ Ｒ４ｄ８ Ｎ－６°－Ｅ 楕円形 １�３４×０�７０ １１ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SK４３１０�本跡

４３２１ Ｒ４ｆ７ Ｎ－６５°－Ｅ 方形 ０�５５×０�５３ ５０ 外傾 平坦 人為 土師質土器片 第９５号堀跡�本跡

４３２６ Ｒ４ｄ８ Ｎ－２３°－Ｅ 楕円形 ０�６０×［０�３８］ １８ 外傾 平坦 人為 SI２６２７�本跡・SK４３０９

４３２９ Ｒ５ｉ１ Ｎ－２５°－Ｅ 隅丸長方形 １�３２×０�９０ ５ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，鉄製品 SI２６３２・２６３６�本跡

４３３３ Ｒ４ｂ９ Ｎ－８０°－Ｅ 楕円形 ０�７６×０�６２ ４８ 垂直 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SI２６２６�本跡�SK４３３２

４３３６ Ｒ４ｇ０ Ｎ－９°－Ｗ 長方形 １�４４×０�３３ ２８ 外傾 平坦 人為 SD１５５�SK４３３４�本跡

４３４０ Ｒ４ｊ３ Ｎ－７３°－Ｗ 円形 ０�９１×０�８５ ２７ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片 SK４３３９�本跡�SK４３５６

４３４４ Ｒ４ｊ４ Ｎ－５°－Ｅ 楕円形 ０�９２×０�７０ １７ 外傾 平坦 人為 SK４３６２�本跡�SK４４４９

４３４７ Ｒ４ｈ４ Ｎ－６９°－Ｗ 長方形 １�１６×０�９８ ２４ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 SK４３６７�本跡

４３４８ Ｒ４ｉ４ Ｎ－６７°－Ｗ ［隅丸長方形］［１�０５］×０�７６ ３４ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，陶器片

４３４９ Ｒ４ｉ４ Ｎ－６６°－Ｗ 円形 ０�９０×０�７９ ５４ 垂直 平坦 人為 土師器片，瓦片

４３５０ Ｒ４ｉ４ Ｎ－１５°－Ｅ［長方形］ １�６０×［０�４７］ ３２ 外傾 凹凸 人為 土師器片，土師質土器片 SK４３５１�本跡�SB４８１

４３５４ Ｒ４ｉ３ Ｎ－１９°－Ｅ 楕円形 １�５３×［１�０５］ ２０ 緩斜 平坦 人為 SK４３５２・４３５５�本跡�SK４４４４

４３５６ Ｒ４ｉ３ Ｎ－１９°－Ｅ 楕円形 １�５２×０�７２ ３０ 外傾 平坦 人為 土師器片 SK４３４０�本跡

４３５７ Ｑ４ｉ９ Ｎ－５４°－Ｗ 円形 ０�３１×０�２９ ４５ 外傾 平坦 人為

４３６３ Ｑ４ｉ６ Ｎ－２０°－Ｗ ［円形］ ０�４４×（０�２８） ３０ 外傾 平坦 人為 本跡�SE７８

４３６６ Ｒ４ｉ４ Ｎ－７５°－Ｗ 楕円形 ０�８６×０�７４ ３２ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，鉄滓
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番号 位置 長径方向 平面形
規 模（ｍ）

壁面 底面 覆土 主な出土遺物
備考

（新旧関係 旧→新）長径×短径 深さ（�）

４３６７ Ｒ４ｈ４ Ｎ－９°－Ｗ 不整楕円形 １�３６×１�１８ ２８ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 本跡�SK４３４７

４３７２ Ｒ４ｅ３ Ｎ－２３°－Ｅ 隅丸長方形 １�７６×０�９５ ２４ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片

４３７６ Ｒ５ｉ１ Ｎ－７６°－Ｗ 楕円形 １�０５×０�９４ ２５ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片

４３７７ Ｒ５ｉ１ Ｎ－４７°－Ｗ 円形 １�２５×１�１８ １１ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SI２６３６�本跡

４３７８ Ｒ４ｅ３ Ｎ－２０°－Ｅ 円形 １�２７×［１�２６］ １５ 緩斜 Ｕ字状 自然

４３７９ Ｒ４ｆ４ Ｎ－２３°－Ｅ 円形 ０�２２×０�２２ ２４ 垂直 平坦 人為 SK４３７３�本跡

４３８１ Ｒ４ｆ４ Ｎ－１５°－Ｅ 円形 ０�３２×［０�３２］ ３２ 垂直 平坦 人為 SK４３７３�本跡

４３８２ Ｒ４ｄ５ Ｎ－３５°－Ｅ 円形 ０�３８×０�３０ ４２ 外傾 Ｕ字状 人為 土師質土器片 SK４３８３�本跡

４３８３ Ｒ４ｄ５ Ｎ－２８°－Ｗ 楕円形 ０�９５×０�６５ ３５ 緩斜 Ｕ字状 人為 煙管 本跡�SK４３８２

４３８５ Ｒ４ｈ４ Ｎ－７５°－Ｗ 楕円形 ［１�０８］×０�８７ ４２ 外傾 平坦 人為 土師器片 第７５号方形竪穴遺構�本跡

４３８６ Ｓ５ｄ２ Ｎ－１２°－Ｗ 円形 ０�７８×０�７０ １１ 外傾 平坦 人為

４３８７ Ｓ５ｄ２ Ｎ－０° ［円形］（１�２１）×１�２０ ５０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，陶器片 本跡�SK４３９２�SK４３９１

４３９１ Ｓ５ｄ２ Ｎ－７９°－Ｅ 楕円形 ０�６４×０�５４ ６０ 外傾 平坦 人為 SK４３８７�SK４３９２�本跡

４３９２ Ｓ５ｄ２ Ｎ－７９°－Ｗ 楕円形 １�００×０�６２ ３８ 外傾 平坦 人為 須恵器片 SK４３８７�本跡�SK４３９１

４３９５ Ｒ４ｇ４ Ｎ－６７°－Ｗ ［不整楕円形］［１�８２］×１�００ ４０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，陶器片 本跡�第７５号方形竪穴遺
構・SK４４５２

４３９６ Ｒ４ｈ５ Ｎ－６４°－Ｗ 楕円形 ０�６０×０�５５ ４０ 緩斜 平坦 人為

４３９８ Ｒ４ｂ８ Ｎ－６７°－Ｗ 楕円形 ０�６６×０�４８ ３０ 垂直
外傾 平坦 人為 第９５号堀跡・SE７７・SK４４１６�本跡

４４００ Ｒ５ｊ４ Ｎ－８５°－Ｗ 楕円形 ０�８５×０�７２ １６ 緩斜 Ｕ字状 自然 土師器片，須恵器片，土師質土器片

４４０１ Ｓ５ｄ１ Ｎ－１９°－Ｅ 楕円形 ０�８０×（０�７４） ５５ 緩斜 Ｕ字状 自然 土師器片，須恵器片 SI２６０４�SI２６１５�本跡�SK４４３８

４４０３ Ｓ４ｃ９ Ｎ－６７°－Ｗ 円形 ０�７１×０�６７ ３８ 垂直 Ｕ字状 人為 土師器片 SI２６１４�本跡

４４０６ Ｒ４ｈ７ Ｎ－０° 円形 １�００×［０�９８］ ６２ 垂直 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SI２６３８�本跡

４４０７ Ｒ４ｈ８ Ｎ－４°－Ｗ 隅丸方形 ０�９６×０�９０ ８ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，灰釉陶器片 SI２６３８�本跡

４４０８ Ｒ４ｈ８ Ｎ－８°－Ｗ 隅丸長方形 ０�９４×０�８０ １６ 外傾 凹凸 人為 土師器片 SI２６３８�SD１５６�本跡

４４１１ Ｒ４ｇ６ Ｎ－８７°－Ｅ［楕円形］ １�０８×（０�５１） ２６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器
片，陶器片，砥石 本跡�SK４４３７

４４１２ Ｒ４ｇ６ Ｎ－２８°－Ｅ［楕円形］（１�５１）×１�０４ ４１ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，古銭 本跡�SD１５７

４４２７ Ｒ４ｆ６ Ｎ－８３°－Ｅ 楕円形 ０�２６×０�２１ ５０ 垂直 Ｕ字状 人為 SK４４１９�本跡

４４２８ Ｒ４ｅ６ Ｎ－６９°－Ｅ 楕円形 ０�３６×０�３０ ５８ 垂直 Ｕ字状 人為 SK４４１８�本跡

４４３１ Ｒ４ｆ６ Ｎ－２２°－Ｅ 不整円形［０�６０］×０�６０ １８ 外傾 平坦 人為 SK４４２１�本跡

４４３３ Ｒ４ｆ６ Ｎ－８０°－Ｗ 楕円形 ０�７８×０�５２ ２５ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

４４３４ Ｒ４ｆ６ Ｎ－６３°－Ｗ 楕円形 ０�９８×０�５４ ４３ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片 SK４４４１�本跡

４４３５ Ｒ４ｆ５ Ｎ－１６°－Ｅ 隅丸長方形 １�４８×１�１２ ２５ 外傾 緩斜 人為 本跡�SK４４３６

４４３７ Ｒ４ｇ６ Ｎ－８７°－Ｅ 楕円形 １�３４×１�０２ ６８ 外傾 平坦 人為 SK４４１１�本跡

４４３８ Ｓ４ｄ０ Ｎ－１４°－Ｅ 円形 ０�７３×０�７２ ５５ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，灰釉陶器片，鎌 SI２６０４�SI２６１５�SK４４０１�本跡

４４３９ Ｒ４ｇ４ Ｎ－２３°－Ｗ 楕円形 ０�３５×０�３２ ６２ 外傾 平坦 人為 SK４４３０�SK４４２９�本跡

４４４０ Ｒ４ｆ５ Ｎ－１６°－Ｅ 楕円形 ０�３４×０�３１ ６４ 垂直 Ｕ字状 人為 SK４４３６�本跡

４４４１ Ｒ４ｆ６ Ｎ－７５°－Ｗ 楕円形 ０�３６×０�３２ ４６ 外傾 Ｕ字状 人為 本跡�SK４４３４

４４４２ Ｒ４ｇ３ Ｎ－３２°－Ｗ 方形 ０�３９×０�３８ ３４ 外傾 平坦 人為

４４４４ Ｒ４ｉ３ Ｎ－１３°－Ｅ 円形 ０�４０×（０�３６） ４４ 外傾 Ｕ字状 人為 SK４３５４�本跡

４４４５ Ｒ４ｊ３ Ｎ－３３°－Ｗ 楕円形 ０�３８×０�２３ ３４ 外傾 Ｕ字状 人為

４４４７ Ｒ４ｉ５ Ｎ－２１°－Ｅ 楕円形 ０�４１×０�３１ ３２ 外傾 平坦 人為

４４５３ Ｒ４ｇ３ Ｎ－４７°－Ｗ 楕円形 ０�４４×［０�３５］ ４０ 外傾 平坦 人為

４４５４ Ｒ４ｇ４ Ｎ－６０°－Ｅ 楕円形 ０�４６×０�３０ ５６ 外傾 Ｕ字状 人為

４４５８ Ｑ５ｆ９ Ｎ－１１°－Ｅ ［隅丸長方形］（１�１０）×０�６８ ３６ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 SK４４５９�本跡

４４５９ Ｑ５ｆ９ Ｎ－５°－Ｅ［隅丸方形］（０�７０）×（０�６６） ２２ 垂直 平坦 人為 本跡�SK４４５８

４４６０ Ｑ５ｆ６ Ｎ－１０°－Ｅ 長方形 １�９５×１�７４ ６８ 垂直 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器
片，鉄製品

４４６１ Ｑ５ｇ９ Ｎ－２°－Ｅ 楕円形 ２�６０×１�６１ ２１ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，石臼 SK４４６２�本跡
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番号 位置 長径方向 平面形
規 模（ｍ）

壁面 底面 覆土 主な出土遺物
備考

（新旧関係 旧→新）長径×短径 深さ（�）

４４６５ Ｑ５ｇ７ Ｎ－３°－Ｅ［不整形］ ２�０１×（１�５２） １７ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，古銭 SI２６４０�本跡・SK４４６６�SK４４６７�SE８０
４４６６ Ｑ５ｇ７ Ｎ－４°－Ｅ［楕円形］（２�８６）×（１�４５） １８ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片 SI２６４０�本跡�

SK４４６５・SK４４６７�SE８０
４４６７ Ｑ５ｇ７ Ｎ－２８°－Ｅ［楕円形］ １�８３×（１�０８） ２８ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SI２６４０�SK４４６６�

本跡・SK４４６５�SE８０
４４６９ Ｒ５ａ４ Ｎ－４１°－Ｗ 円形 ０�６６×０�６０ ２３ 緩斜 平坦 人為 土師器片，釘，鉄滓 SI２６４５�本跡

４４７０ Ｒ５ａ４ Ｎ－３°－Ｅ 楕円形 ０�９１×０�６９ １６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，陶器片，釘 SI２６４６�本跡

４４７１ Ｒ５ａ３ Ｎ－５８°－Ｗ 長方形 ０�９５×０�７３ １６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片

４４７４ Ｒ５ｃ７ Ｎ－７２°－Ｅ 楕円形 ０�９３×０�７８ １４ 緩斜 Ｕ字状 人為

４４７５ Ｒ５ｂ５ Ｎ－５°－Ｅ 隅丸方形 ０�９６×０�９２ ３４ 外傾 平坦 人為 SI２６４５�本跡

４４７９ Ｑ５ｇ８ Ｎ－１７°－Ｅ 楕円形 １�３５×１�１５ ３４ 外傾 平坦 人為 SI２６５２�本跡

４４８３ Ｑ５ｇ５ Ｎ－３８°－Ｗ 不整形 ２�０９×１�４５ ３３ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，砥石 SI２５６０�本跡

４４８７ Ｑ５ｇ５ Ｎ－１６°－Ｗ 楕円形 ０�８７×０�６８ １０ 外傾 平坦 人為 SK４４６３�本跡

４４８８ Ｑ５ｊ３ Ｎ－７９°－Ｗ［楕円形］［０�６５］×０�５２ ２６ 外傾 平坦 人為 SI２６４３�本跡�第９３号堀跡

４４９１ Ｒ５ａ４ Ｎ－９°－Ｗ 楕円形 ０�９１×０�８０ ３１ 緩斜 平坦 人為 SI２６４６�本跡

４４９２ Ｑ６ｉ１ Ｎ－１１°－Ｅ 楕円形 ２�４３×０�８４ １６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SI２６６３�SK４５０３�本跡

４４９３ Ｑ６ｈ５ Ｎ－７７°－Ｗ 隅丸長方形 １�５０×１�０４ １０ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，磁器片，鉄製品

４４９４ Ｒ６ａ８ Ｎ－７°－Ｗ 円形 １�２６×１�１７ ４０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，瓦片 本跡�第９２号堀跡

４４９９ Ｒ５ａ３ Ｎ－８０°－Ｗ 不整楕円形 １�０４×０�８８ ３８ 外傾 平坦 人為 須恵器片 SI２６５５�本跡�第９３号堀跡

４５０８ Ｑ５ｊ５ Ｎ－５２°－Ｗ ［円形］［０�３４］×［０�３１］ ３６ 外傾 Ｕ字状 人為 SK４５２０�本跡

４５０９ Ｒ５ｂ４ Ｎ－２９°－Ｗ 円形 ０�４０×０�３７ ５７ 垂直 Ｕ字状 人為 SI２６５６�本跡

４５１４ Ｑ５ｉ７ Ｎ－７８°－Ｗ 楕円形 １�５８×１�４３ ２３ 垂直 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SI２６４０�本跡

４５１５ Ｒ５ｂ５ Ｎ－６°－Ｅ 不整円形 ０�７１×０�７０ ８ 緩斜 凹凸 人為 土師器片，須恵器片 SI２６４８・２６４９�本跡

４５１６ Ｒ５ｄ５ Ｎ－３°－Ｅ［楕円形］ １�０７×（０�７４） ５２ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 本跡�SK４６０７

４５１７ Ｒ５ｂ５ Ｎ－７８°－Ｅ 楕円形 ２�０７×１�５２ ２０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，釘 第７７号方形竪穴遺構�SK４６００�本跡
４５１８ Ｑ５ｉ５ Ｎ－８９°－Ｗ 楕円形 ０�９５×０�８９ ２１ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

４５２５ Ｑ６ｊ２ Ｎ－７０°－Ｗ 不整楕円形 １�５６×０�９７ １８～５０ 外傾 平坦 人為 SI２６６３�本跡

４５３４ Ｒ５ｄ６ Ｎ－９°－Ｅ 隅丸方形 ０�６８×０�６８ ４９ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片

４５３７ Ｑ５ｊ６ Ｎ－４０°－Ｗ［楕円形］［０�４８］×［０�３４］ ２３ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

４５４７ Ｒ５ｆ６ Ｎ－１９°－Ｗ 不整楕円形 ０�６０×０�５２ ４２ 垂直 平坦 人為 SI２６８１�SK４５４６�本跡

４５４９ Ｒ５ｃ５ Ｎ－７°－Ｅ 不明 ０�８３×（０�４６） ２３ 外傾 平坦 人為 SI２６４８・２６４９�本跡�SK４５０５

４５５３ Ｒ５ｂ６ Ｎ－８１°－Ｅ 不整楕円形 １�３０×０�８５ ３０ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SI２６４９�本跡

４５５５ Ｒ５ｃ７ Ｎ－２８°－Ｗ 不整楕円形 ０�９０×０�８５ ４４ 緩斜 平坦 人為 須恵器片 SI２６４９�本跡

４５５９ Ｒ５ｂ３ Ｎ－１４°－Ｅ 楕円形 ０�６８×０�５０ ７３ 垂直 平坦 人為 SK４５８３�本跡�SK４５６０�
SK４４７２

４５６０ Ｒ５ａ４ Ｎ－８°－Ｅ 楕円形 ０�３２×０�２７ ３８ 垂直 平坦 人為 SK４５５９�本跡

４５６２ Ｒ５ｄ３ Ｎ－１５°－Ｗ 不整楕円形 ０�５０×０�３８ ５２ 外傾垂直 Ｕ字状 人為 SI２６６９�SI２６５６�本跡

４５６８ Ｒ５ｆ５ Ｎ－１°－Ｅ 円形 ０�９７×０�９８ ６７ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片

４５７０ Ｑ６ｇ５ Ｎ－１７°－Ｅ［楕円形］ ０�７４×［０�５８］ １８ 外傾 平坦 人為 SI２６５８�本跡

４５７２ Ｒ５ｄ６ Ｎ－３９°－Ｗ 楕円形 ０�５６×０�５０ ２６ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片

４５７７ Ｒ５ｅ５ Ｎ－３°－Ｅ 不整楕円形 １�４２×０�８８ ２２ 緩斜 凹凸 人為 土師器片，須恵器片

４５７８ Ｒ５ｅ５ Ｎ－８８°－Ｗ 楕円形 １�１１×０�９０ ５５ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片

４５７９ Ｒ５ｆ５ Ｎ－２８°－Ｅ 円形 ０�４０×０�３６ ３８ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片

４５８２ Ｒ５ｃ４ Ｎ－４０°－Ｅ［楕円形］［０�３６］×０�３２ １９ 外傾 Ｕ字状 人為 本跡�SK４５８３

４５８３ Ｒ５ｃ３ Ｎ－１°－Ｗ［楕円形］（０�６６）×０�３８ ３６ 垂直 平坦 人為 土師器片 SK４５８２�本跡

４５８４ Ｒ５ｃ３ Ｎ－６°－Ｗ 楕円形 ０�６０×０�３３ ４０ 垂直 平坦 人為 SI２６６９�SI２６６８�SI２６５６�本跡

４５８５ Ｒ５ｃ３ Ｎ－６０°－Ｅ 楕円形 ０�２９×０�２２ ４１ 垂直 Ｕ字状 人為 SI２６６９�SI２６６８�SI２６５６�本跡

４５８６ Ｒ５ｄ３ Ｎ－５°－Ｗ 円形 ０�４０×０�３７ ３４ 垂直 Ｕ字状 人為 SI２６６９�SI２６６８�
SI２６５６�SK４５６１�本跡

４５８７ Ｒ５ｃ３ Ｎ－１７°－Ｗ 不整楕円形 ０�５６×０�４２ ５６ 外傾 平坦 人為 SI２６６９�SI２６６８�SI２６５６�本跡
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番号 位置 長径方向 平面形
規 模（ｍ）

壁面 底面 覆土 主な出土遺物
備考

（新旧関係 旧→新）長径×短径 深さ（�）

４５８８ Ｒ５ｃ３ Ｎ－２４°－Ｅ 楕円形 ０�３６×０�２４ ３２ 垂直 平坦 人為 SI２６６９�SI２６６８�SI２６５６�本跡

４５８９ Ｒ５ｂ３ Ｎ－６４°－Ｅ 不整楕円形 ０�４０×０�２５ ３０ 垂直 平坦 人為 SI２６５６�SI２６５５�本跡

４５９０ Ｒ５ｃ２ Ｎ－４２°－Ｅ 円形 ０�３０×０�２８ １５ 外傾 平坦 人為 SI２６５６�SI２６５５�本跡�
第９３号堀跡

４５９２ Ｑ６ｈ１ Ｎ－３５°－Ｅ 楕円形 ０�６３×０�５５ ３１ 外傾 平坦 人為

４５９３ Ｒ５ｄ３ Ｎ－５５°－Ｅ 不整楕円形 ０�４３×０�４０ ３７ 外傾 平坦 人為

４５９５ Ｒ５ｄ４ Ｎ－８８°－Ｅ 方形 １�１３×１�０４ ６７ 外傾 平坦 人為

４６０２ Ｑ６ｊ３ Ｎ－８１°－Ｗ 楕円形 ０�５９×０�４９ ２０ 外傾 平坦 人為 土師器片 SI２６６６�本跡

４６０３ Ｑ６ｊ３ Ｎ－４７°－Ｗ 楕円形 ０�７４×０�６２ ２２ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，陶器片 SI２６６６�本跡

４６０７ Ｒ５ｄ５ Ｎ－１°－Ｅ 長方形 １�５８×０�９９ ４６ 緩斜 平坦 人為 土師器片 SI２６４９�SK４５１６�本跡

４６０８ Ｑ６ｈ６ Ｎ－２６°－Ｅ 楕円形 １�０７×０�８５ ２６ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SD１５１�本跡

４６１０ Ｑ６ｈ６ Ｎ－４°－Ｅ 隅丸長方形 ４�７０×０�７４ １２ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，灰釉陶器片，耳環 SI２６９０�本跡

４６１４ Ｒ５ｃ３ Ｎ－０° 円形 ０�４０×０�４０ ８６ 垂直 Ｕ字状 人為 SI２６６９�SI２６６８�SI２６５６�本跡

４６１７ Ｒ５ｃ３ Ｎ－３４°－Ｗ 楕円形 ０�３８×０�３４ ６７ 垂直 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，陶器片 SI２６６９�SI２６６８�SI２６５６
�SK４５１１�本跡

４６２２ Ｑ５ｊ８ Ｎ－２１°－Ｗ 楕円形 ０�５９×０�４５ ３７ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片 SI２６８０�SI２６７４�SK４６３０�本跡

４６２５ Ｑ５ｊ９ Ｎ－１１°－Ｗ 円形 ０�６０×０�６０ ３２ 外傾 Ｕ字状 人為 SI２６８０�SI２６７３�本跡

４６２９ Ｑ５ｊ９ Ｎ－２６°－Ｗ 不整長方形 １�２１×１�０４ １８ 外傾 平坦 人為 SI２６８０�SI２６７３�本跡

４６３０ Ｑ５ｊ８ Ｎ－６１°－Ｗ［楕円形］ ０�４９×（０�４６） ５０ 外傾 平坦 人為 SI２６８０�SI２６７４�本跡�SK４６２２

４６３４ Ｒ５ｂ８ Ｎ－８４°－Ｗ 楕円形 ０�７１×０�６０ ２０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片

４６３５ Ｒ５ｂ７ Ｎ－７９°－Ｅ 不整楕円形 １�６４×１�０１ ４４ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SI２６７５�本跡

４６３８ Ｒ５ｂ３ Ｎ－０° 円形 ０�４８×０�４７ － 外傾 平坦 人為 SI２６６９�SI２６６８�SI２６５６
�SK４５１１�本跡

４６４１ Ｑ６ｇ３ Ｎ－２７°－Ｗ 楕円形 ０�９５×０�８６ ３５ 外傾 平坦 人為 土師器片 SI２６６４�本跡

４６４４ Ｑ５ｇ８ Ｎ－４°－Ｗ 不整楕円形 ０�８４×０�６０ １１ 外傾 平坦 人為 土師器片 SI２６８０�SI２６７４�本跡

４６４５ Ｑ５ｊ８ Ｎ－７０°－Ｅ 隅丸長方形 ０�９６×０�８７ ３８ 緩斜 平坦 人為 土師器片 SI２６８０�SI２６７５�SI２６７４�本跡

４６４７ Ｑ６ｈ６ Ｎ－１°－Ｗ 楕円形 ０�８４×０�７６ ２６ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片

４６４８ Ｑ５ｉ８ Ｎ－２０°－Ｗ 楕円形 ０�７７×０�６６ ４４ 外傾 平坦 人為 土師器片 SI２６８０�本跡

４６６６ Ｒ６ｅ７ Ｎ－４°－Ｗ 楕円形 １�３２×０�８０ ５０ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，馬歯 SI２６８１�本跡�SK４６７９

４６６８ Ｒ５ａ９ Ｎ－５°－Ｅ 楕円形 １�３０×０�８２ ２１ 外傾 凹凸 人為

４６７２ Ｒ５ａ０ Ｎ－３７°－Ｅ 長方形 １�３０×０�７９ ５３ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SI２６６１�本跡�SK４６７３

４６７３ Ｒ５ａ０ Ｎ－５０°－Ｗ 楕円形 ０�４６×０�４１ ４６ 外傾 平坦 人為 SK２６７２�本跡

４６７６ Ｒ５ｆ６ Ｎ－５６°－Ｗ 楕円形 ０�９２×０�６８ ４３ 外傾 平坦 人為 土師器片 SI２６８１�本跡

４６７７ Ｒ５ｆ７ Ｎ－３°－Ｗ 楕円形 ０�８０×０�５９ ２５ 緩斜 平坦 人為 土師器片 SI２６８１�本跡

４６７８ Ｒ６ｅ７ Ｎ－２９°－Ｗ 楕円形 ０�９３×０�７５ ４６ 垂直 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SI２６８１�本跡

４６７９ Ｒ５ｆ７ Ｎ－７９°－Ｗ 円形 ０�６４×０�５９ ２７ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片 SI２６８１�SK４６６６�本跡

４６８０ Ｒ５ｆ６ Ｎ－２°－Ｗ 円形 ０�５６×０�４６ ３０ 外傾 平坦 人為 SI２６８１�本跡

４６８１ Ｒ５ｈ８ Ｎ－１７°－Ｗ 楕円形 ０�８２×０�７９ ３８ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，土師質土器片，磁器片 SI２６８８�本跡�SK４６８２

４６８２ Ｒ５ｈ８ Ｎ－６８°－Ｅ 楕円形 ０�６０×０�４６ １６ 緩斜 平坦 人為 SI２６８８�SK４６８１�本跡

４６８５ Ｑ６ｉ２ Ｎ－１°－Ｗ 楕円形 ０�６５×０�４３ ４１ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片 SI２６６５�SI２６７２�本跡

４６８７ Ｒ５ｅ７ Ｎ－２２°－Ｗ 楕円形 ０�９１×０�７８ ３６ 垂直 平坦 人為 土師器片 SI２６８１�本跡

４６８９ Ｑ６ｇ２ Ｎ－６２°－Ｅ 楕円形 ０�６７×０�４９ １４ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片 SI２６６２�本跡

４６９０ Ｒ５ｆ７ Ｎ－２２°－Ｅ 円形 ０�８５×０�７２ ４６ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土製支脚 SI２６８１�本跡�SK４６６０

４６９１ Ｒ６ｅ６ Ｎ－１０°－Ｅ 円形 ０�４０×０�３７ １３ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，陶器片 SI２６８１�本跡

４６９３ Ｒ５ｆ７ Ｎ－２４°－Ｗ 円形 ０�５８×０�５８ ２５ 垂直 平坦 人為 土師器片 SI２６８１�本跡

４６９４ Ｒ５ｆ７ Ｎ－５４°－Ｗ 楕円形 ６�０８×５�５０ ３０ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SI２６８１�本跡

４６９６ Ｒ５ｆ７ Ｎ－５°－Ｅ 円形 （０�５０）×０�５６ ５８ 垂直 平坦 人為 土師器片 SI２６８１�本跡�SK４６９８

４６９７ Ｑ５ｊ０ Ｎ－６９°－Ｅ 不整楕円形 ０�８０×０�３３ ６５ 垂直 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片 SI２６７３�本跡

４６９８ Ｒ５ｆ７ Ｎ－９°－Ｅ 楕円形 ０�７５×０�６３ ６８ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 SI２６８１�SK４６９６�本跡
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番号 位置 長径方向 平面形
規 模（ｍ）

壁面 底面 覆土 主な出土遺物
備考

（新旧関係 旧→新）長径×短径 深さ（�）

４７０５ Ｒ６ｆ３ Ｎ－６°－Ｗ 隅丸長方形 １�８６×１�６０ ２４ 外傾 凹凸 人為 土師器片，須恵器片 SI２６８６�本跡

４７２１ Ｑ５ｂ１ Ｎ－１８°－Ｅ 不整隅丸長方形 ２�３０×１�６４ ２３ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

４７２４ Ｒ５ｅ０ Ｎ－４９°－Ｅ 楕円形 ０�９５×０�７８ ２２ 緩斜 平坦 人為 土師器片 SI２６９８�本跡

４７２５ Ｒ５ｄ０ Ｎ－８７°－Ｅ 楕円形 ０�４６×０�４０ ２０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SI２６９４�本跡

４７２６ Ｒ６ｄ５ Ｎ－１３°－Ｅ 隅丸長方形 １�１８×０�７１ １６ 外傾 平坦 人為 SI２７０２�本跡

４７３２ Ｒ６ｆ６ Ｎ－０° 円形 ０�８０×０�８０ ２０ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SI２７０４�本跡�第９２号堀跡

４７３３ Ｒ６ｅ６ Ｎ－５°－Ｅ 楕円形 １�１０×０�８２ ２０ 外傾 平坦 人為 SI２７０４�本 跡�SK４７３４�
第９２号堀跡

４７３４ Ｒ６ｅ６ Ｎ－７１°－Ｗ 長楕円形 １�４７×０�６８ １４ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 SI２７０４�SK４７３３�本跡

５２５０ Ｓ４ｉ５ Ｎ－３０°－Ｅ 不定形 ２�０６×１�３０ ８ 緩斜 平坦 人為 SK５２５１�本跡

５２５６ Ｔ４ａ５ Ｎ－７２°－Ｅ ［円形］ １�２６×（０�５６） １０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片 本跡�SF１８

５２５８ Ｓ３ｇ０ Ｎ－７°－Ｅ 楕円形 １�０４×０�８８ １８ 緩斜 平坦 人為

５２６０ Ｔ４ａ３ Ｎ－６２°－Ｗ 円形 ０�７４×０�６８ ５６ 外傾 Ｕ字状 人為 SF１８�本跡

５２６３ Ｓ４ｃ２ Ｎ－１７°－Ｅ ［方形］［１�２０］×（０�５４） １４ 緩斜 平坦 人為 土師質土器片 本跡�SK５２６４

５２６６ Ｓ４ｃ２ Ｎ－１０°－Ｅ 円形 ０�６０×（０�５５） ６６ 垂直 平坦 人為 SK５２６４�本跡�SK５２６５

５２６７ Ｓ４ｃ３ Ｎ－５８°－Ｅ［楕円形］（０�９４）×０�６８ ６ 緩斜 平坦 人為 SK５２９７�本跡�SK５２６３�SK５２６４

５２６８ Ｓ４ｂ４ Ｎ－１６°－Ｗ 楕円形 １�４０×１�２０ ５８ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片

５２６９ Ｔ４ｄ３ Ｎ－５７°－Ｅ 不定形 ２�３０×１�８０ ４８ 垂直 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，砥石，鉄滓

５２７３ Ｓ４ａ３ Ｎ－７０°－Ｗ 円形 ０�８７×［０�８０］ ５６ 外傾 平坦 人為

５２７４ Ｓ４ａ４ Ｎ－４４°－Ｗ 楕円形 ０�９０×０�７０ １２ 緩斜 平坦 人為

５２７５ Ｓ４ａ４ Ｎ－３６°－Ｗ 楕円形 ０�８７×０�５７ ２２ 外傾緩斜 平坦 人為 土師質土器片 SK５３７２�本跡

５２７９ Ｓ４ｂ４ Ｎ－３°－Ｅ 楕円形 ０�９４×０�７２ ２０ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

５２８３ Ｓ４ｃ１ Ｎ－２５°－Ｅ 楕円形 １�１４×０�７０ １８ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片

５２８４ Ｓ４ｃ２ Ｎ－７６°－Ｅ 不整楕円形 ０�５６×０�５０ １８ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片

５２８５ Ｓ４ｃ２ Ｎ－７８°－Ｗ ［隅丸長方形］ ２�１０×［０�７２］ ２０ 外傾緩斜 平坦 人為 土師質土器片

５２８６ Ｓ４ｃ２ Ｎ－２９°－Ｗ 楕円形 ［０�８１］×０�５６ １２ 外傾 平坦 人為

５２９０ Ｓ４ｅ１ Ｎ－４４°－Ｅ 不整楕円形 ２�４１×２�０７ １５ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，陶器片 SK５２９５・５２９６�本跡

５２９２ Ｓ４ｂ５ Ｎ－７６°－Ｗ 不明 （１�０２）×０�６８ ９ 緩斜 平坦 人為 本跡�第９５号堀跡

５２９３ Ｓ４ｃ５ Ｎ－７４°－Ｗ 不明 （１�０４）×［０�５８］ ９ 緩斜 平坦 人為 本跡�第９５号堀跡

５２９５ Ｓ４ｄ１ Ｎ－６６°－Ｗ 隅丸長方形 １�５７×０�９７ ２４ 緩斜 Ｕ字状 人為 須恵器片，土師質土器片，陶器片，砥石 本跡�SK５２９０

５２９６ Ｓ３ｄ０ Ｎ－５９°－Ｗ 楕円形 ０�９６×０�８３ ２７ 緩斜 平坦 人為 陶器片 本跡�SK５２９０

５２９７ Ｓ４ｃ２ Ｎ－７４°－Ｗ［楕円形］ １�６８×（１�０６） １０ 緩斜 平坦 人為 土師質土器片，陶器片，砥石 本跡�SK５２６４・５２６５・５２６７

５３３０ Ｒ３ｊ６ Ｎ－５°－Ｗ 楕円形 １�２７×０�５３ １２ 緩斜 平坦 人為 土師質土器片 SK５３３８�本跡

５３３２ Ｓ３ｂ５ Ｎ－１２°－Ｗ 不整形 ２�５１×２�２６ ２５ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片

５３３６ Ｒ３ｆ７ Ｎ－１°－Ｗ 楕円形 ０�７４×０�５９ １８ 外傾 平坦 人為 土師質土器片

５３３８ Ｒ３ｊ６ Ｎ－６４°－Ｗ 不明 （１�６０）×１�２７ ８ 緩斜 平坦 人為 本跡�SK５３３０

５３４０ Ｒ３ｈ５ Ｎ－８９°－Ｅ 不整形 ２�０６×１�７６ ３６ 外傾 平坦 人為 須恵器片，土師質土器片 本跡�SK５３３９

５３４４ Ｒ３ｅ８ Ｎ－５９°－Ｗ 円形 ０�８７×０�７７ ２８ 緩斜 Ｕ字状 人為

５３４５ Ｒ３ｄ６ Ｎ－５４°－Ｗ 楕円形 ２�４８×１�７４ ３０ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，土師質土器片 本跡�SD１６６

５３４７ Ｒ３ｄ２ Ｎ－５７°－Ｅ 楕円形 １�４９×１�０５ １６ 緩斜 Ｕ字状 人為 須恵器片，土師質土器片，陶器片

５３４８ Ｒ３ｄ９ Ｎ－６°－Ｗ 楕円形 ０�８０×０�４８ ８ 緩斜 Ｕ字状 人為 須恵器片

５３５３ Ｒ３ｉ０ Ｎ－６３°－Ｗ 楕円形 １�１３×０�８９ ２８ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師質土器片

５３５４ Ｒ３ｉ０ Ｎ－４４°－Ｅ 不整楕円形 ２�４２×１�９１ ２２ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，土師質土器片

５３５５ Ｒ３ｃ８ Ｎ－６７°－Ｅ 楕円形 ０�８８×０�７６ ６ 緩斜 平坦 人為

５３５８ Ｓ４ｄ６ Ｎ－６°－Ｅ［楕円形］［０�８８］×０�７９ １０ 外傾 平坦 人為 硯

５３５９ Ｓ４ｄ７ Ｎ－８°－Ｅ 円形 ０�６０×０�６０ ２１ 外傾 平坦 人為

５３６０ Ｓ４ｃ６ Ｎ－６０°－Ｅ 楕円形 １�２１×［１�００］ １５ 外傾緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

―９１９―



番号 位置 長径方向 平面形
規 模（ｍ）

壁面 底面 覆土 主な出土遺物
備考

（新旧関係 旧→新）長径×短径 深さ（�）

５３６１ Ｓ４ｄ６ Ｎ－１６°－Ｅ 隅丸長方形 １�５６×０�９４ ６ 緩斜 平坦 人為

５３６２ Ｓ４ｅ５ Ｎ－７５°－Ｗ 楕円形 ０�７４×０�６７ ４７ 外傾 平坦 人為 土師器片 SK５３６４�本跡

５３６４ Ｓ４ｅ５ Ｎ－７８°－Ｗ ［隅丸長方形］ １�７２×０�６１ １３ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片 本跡�SK５３６２

５３６８ Ｒ３ａ８ Ｎ－４９°－Ｗ 円形 ０�８６×０�８２ ９０ 垂直 平坦 人為 土師質土器片 SE９８�本跡

５３７０ Ｓ４ｅ６ Ｎ－７４°－Ｅ ［隅丸長方形］ １�６３×０�８４ １０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

５３７５ Ｓ４ａ４ Ｎ－９５°－Ｅ 不整楕円形 ０�７２×０�６４ ２１ 緩斜 平坦 人為

５３７６ Ｓ４ａ４ Ｎ－１０°－Ｅ 不整長方形 １�３５×０�９８ ５４ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，砥石，不明鉄製品

５３７９ Ｒ４ｂ１ Ｎ－２７°－Ｗ 不整形 ０�８３×０�６５ ４９ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，陶器片

５３８０ Ｓ４ｃ４ Ｎ－１３°－Ｗ 楕円形 ０�８９×０�５９ ４３ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 本跡�ＵＰ６６

５３８３ Ｒ４ｊ１ Ｎ－３３°－Ｗ［楕円形］［１�１６］×［０�８６］ ３０ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，陶器片 本跡�SK５３８１�SK５３８４

５３８４ Ｒ４ｉ１ Ｎ－３１°－Ｅ 隅丸長方形 ２�７９×１�１２ ２３ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，陶磁器片，貝殻 SK５３８３�SK５３８１�本跡

５３９１ Ｓ４ｊ１ Ｎ－７９°－Ｗ 隅丸長方形 １�０６×０�５７ １５ 緩斜 Ｕ字状 人為

５３９２ Ｔ４ｂ２ Ｎ－８９°－Ｅ 不整楕円形 １�７７×０�６１ ８ 緩斜 Ｕ字状 人為

５３９３ Ｔ４ｂ１ Ｎ－８７°－Ｅ 楕円形 １�３２×０�６８ １０ 緩斜外傾 平坦 人為

５３９６ Ｓ３ｉ０ Ｎ－１０°－Ｗ［楕円形］ １�００×（０�４４） ２６ 緩斜外傾 平坦 人為 本跡�SD１７８

５４０１ Ｑ３ｉ９ Ｎ－２４°－Ｅ 長方形 ４�２２×１�９６ ２５ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片，陶器片 SK５４０５�SK５４０４�
SK５４０３�SK５４０２�本跡

５４０２ Ｑ３ｉ９ Ｎ－２４°－Ｅ 長方形 ５�４６×０�７１ ２２ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，陶器片，瓦片 SK５４０４�本跡�SK５４０１

５４０３ Ｑ３ｉ９ Ｎ－２５°－Ｅ 長方形 ４�８６×１�２０ ５０ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片 SK５４０５�本跡�SK５４０１

５４０４ Ｑ３ｉ９ Ｎ－２５°－Ｅ 長方形 ５�３２×０�９７ ２４ 緩斜 平坦 人為 SK５４０５�本跡�SK５４０２�SK５４０１

５４０５ Ｑ３ｉ９ Ｎ－２５°－Ｅ 長方形 ４�８８×０�８０ ２５ 外傾 平坦 人為 須恵器片，陶器片 本跡�SK５４０４�SK５４０３�SK５４０１

５４０８ Ｑ４ｆ３ Ｎ－７３°－Ｗ 円形 １�２７×１�２２ ２８ 緩斜 平坦 人為 土師質土器片 本跡�SB５０７

５４０９ Ｑ４ｅ２ Ｎ－１６°－Ｅ 不整楕円形 ２�０６×１�２８ １８ 緩斜 平坦 人為 本跡�SB５０７

５４１０ Ｑ４ｅ３ Ｎ－５９°－Ｗ 隅丸長方形 １�０３×０�６９ １５ 外傾 平坦 人為 土師質土器片

５４２５ Ｑ３ｆ３ Ｎ－１０°－Ｅ 楕円形 ２�５９×１�９５ １０ 外傾 平坦 人為 本跡�SB５０８

５４２９ Ｑ３ｇ４ Ｎ－２５°－Ｗ 楕円形 １�１０×０�７５ ２２ 外傾 平坦 人為 SD１６３�本跡

５４３１ Ｑ４ｅ３ Ｎ－７°－Ｗ 楕円形 １�３２×１�０８ １２ 緩斜 Ｕ字状 人為 土師器片，土師質土器片

５４３２ Ｑ３ｊ９ Ｎ－４３°－Ｗ 楕円形 ０�７６×０�６２ ３２ 外傾 平坦 人為

５４４０ Ｑ３ｉ０ Ｎ－４１°－Ｗ 隅丸方形 ２�３０×２�２５ ５６ 外傾 平坦 人為 土師器片，灰釉陶器片，釘 第９８号堀�本跡

５４４４ Ｑ４ｊ４ Ｎ－４４°－Ｗ 隅丸長方形 １�６８×１�３３ １６ 外傾 平坦 人為 土師質土器片，陶器片 SK５４４３・５４４５・５４８４�本跡

５４４５ Ｑ４ｊ４ Ｎ－５２°－Ｗ［楕円形］［１�５４］×（０�７６） １４ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 SK５４８４�本跡�SK５４４４

５４４６ Ｑ４ｊ３ Ｎ－５３°－Ｗ 隅丸方形 １�４８×１�４１ １４ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片

５４４７ Ｒ４ａ３ Ｎ－３２°－Ｅ 隅丸長方形 １�３８×１�１９ １４ 緩斜 平坦 人為

５４５６ Ｑ４ｊ３ Ｎ－２６°－Ｅ 隅丸長方形 １�２２×１�０８ １２ 外傾 平坦 人為

５４５７ Ｒ４ａ４ Ｎ－７７°－Ｅ 円形 ０�６２×０�５９ ３５ 外傾 平坦 人為

５４６６ Ｑ４ｄ４ Ｎ－６６°－Ｗ 楕円形 １�０２×０�９０ １５ 外傾 平坦 人為 土師質土器片，陶器片

５４６７ Ｑ４ｄ３ Ｎ－６９°－Ｗ 隅丸長方形 １�４６×１�１４ ４ 緩斜 平坦 人為

５４８４ Ｑ４ｊ４ Ｎ－１１°－Ｅ ［隅丸長方形］ １�５０×（０�４９） １５ 外傾 平坦 人為 本跡�SK５４４５�SK５４４４

５４８６ Ｑ３ｅ２ Ｎ－８９°－Ｗ ［隅丸長方形］ １�４６×（１�０７） ２２ 緩斜 平坦 人為 本跡�PG３２

５４９８ Ｑ３ｅ３ Ｎ－８°－Ｅ 楕円形 ０�８４×０�６３ １２ 外傾 Ｕ字状 人為

５５１０ Ｔ４ｅ３ Ｎ－３１°－Ｗ 円形 １�９０×１�７８ ２３ 緩斜 平坦 人為

５５１１ Ｔ４ｃ２ Ｎ－７１°－Ｅ 不整形 ３�１２×２�８２ ９２ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片，陶器片

５５１２ Ｔ４ｂ１ Ｎ－７３°－Ｅ 楕円形 １�９５×１�９０ ８９ 外傾 平坦 人為 土師器片，須恵器片，陶器片，砥石，鉄製品

５５１３ Ｔ３ｂ０ Ｎ－３°－Ｅ 楕円形 ４�５２×０�９０ ２４ 外傾緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，鉄製品

５５１４ Ｔ３ｄ０ Ｎ－６１°－Ｅ 楕円形 １�４６×０�８６ ５８ 外傾 平坦 人為 土師質土器片

５５１５ Ｔ３ａ８ Ｎ－４８°－Ｗ 円形 １�１２×１�１４ ２４ 緩斜 平坦 人為 土師器片，須恵器片

５５１６ Ｔ３ａ６ Ｎ－４°－Ｗ 方形 ２�００×１�５０ ６ 緩斜 平坦 人為

―９２０―



７ 遺構外出土遺物（第７７７～７８１図）

今回の調査で，出土した遺構に伴わない遺物のうち，特徴的なものを抽出して記載する。なお，解説は遺

物観察表で示した。

第７７７図 遺構外出土遺物実測図�

番号 位置 長径方向 平面形
規 模（ｍ）

壁面 底面 覆土 主な出土遺物
備考

（新旧関係 旧→新）長径×短径 深さ（�）

５５１７ Ｓ３ｉ４ Ｎ－８０°－Ｗ 楕円形 １�５６×１�０２ １６ 緩斜 Ｕ字状 人為 SK５５０９�本跡

５５２２ Ｓ３ｆ８ Ｎ－３０°－Ｅ 楕円形 ２�００×１�７２ ３３ 緩斜 平坦 人為 土師器片，土師質土器片，陶器片，古銭 SK５５２３�本跡

５５２５ Ｓ３ｄ９ Ｎ－２８°－Ｗ 楕円形 １�５０×０�６６ １２ 外傾 平坦 人為

５５２７ Ｓ３ｂ９ Ｎ－５°－Ｅ 楕円形 １�７３×１�５６ ４２ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片，須恵器片，土師質土器片

５５２９ Ｓ３ｃ５ Ｎ－８２°－Ｗ 長方形 ３�０８×２�２２ ３５ 緩斜 平坦 人為 土師質土器片，陶器片

５５３６ Ｔ３ｃ８ Ｎ－１８°－Ｗ 楕円形 ０�４１×０�３６ １２ 緩斜 平坦 人為

５５３７ Ｔ３ｃ８ Ｎ－２０°－Ｗ 楕円形 ０�７０×０�５８ １１ 緩斜 平坦 人為

５５３８ Ｔ３ｃ８ Ｎ－７６°－Ｅ 不整形 ０�８８×０�６４ ３２ 外傾 平坦 人為

５５３９ Ｒ３ｊ７ Ｎ－８７°－Ｅ 楕円形 １�０３×０�６５ ２４ 外傾 凹凸 人為 土師質土器片

５５４７ Ｑ３ｈ８ Ｎ－４１°－Ｅ 隅丸長方形 １�６０×１�０８ ２０ 外傾 平坦 人為

５５４９ Ｑ３ｅ３ Ｎ－６°－Ｅ［楕円形］（１�４８）×（０�７４） ２０ 緩斜 平坦 人為 土師質土器片，陶磁器片 SD１６４

５５５４ Ｑ３ｇ２ Ｎ－２２°－Ｅ 隅丸方形 １�７０×１�６６ ５０ 外傾 平坦 人為 土師器片，土師質土器片 本跡�SD１６３

５５５５ Ｓ３ｃ３ Ｎ－７８°－Ｅ 円形 ２�０２×１�７６ ３０ 緩斜 Ｕ字状 人為 本跡�SD１７１

５５６５ Ｑ３ｆ５ Ｎ－５１°－Ｗ 不整円形 ０�７８×０�７２ ６９ 外傾 Ｕ字状 人為 土師器片

―９２１―



第７７８図 遺構外出土遺物実測図�

―９２２―



第７７９図 遺構外出土遺物実測図�

―９２３―



第７８０図 遺構外出土遺物実測図�

―９２４―



第７８１図 遺構外出土遺物実測図�

遺構外出土遺物観察表（第７７７～７８１図）

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

TP５３縄文土器 深鉢 － （４�９） － 長石・石英・雲母 にぶい橙 普通 体部外面縦位の撚糸文 SI２５９５
掘り方埋土

早期前葉
PL１４１

TP５４縄文土器 深鉢 － （４�４） － 長石・石英・赤色粒子 にぶい褐 普通 体部外面縦位の撚糸文 SB４７５
Ｐ１覆土

早期前葉
PL１４１

TP５５縄文土器 深鉢 － （２�７） － 長石・石英・雲母 にぶい褐 普通 体部外面縦位の撚糸文 SI２５９６
Ｐ１覆土

早期前葉
PL１４１

TP５６縄文土器 深鉢 － （２�３） － 長石・石英 にぶい赤褐 普通 体部外面縦位の撚糸文 SI２６８１
覆土

早期前葉
PL１４１

TP５７縄文土器 深鉢 － （３�７） － 長石・石英・雲母・赤色粒子 灰褐 普通 体部外面縦位の撚糸文 SK４１６５
覆土

早期前葉
PL１４１

TP５８縄文土器 深鉢 － （２�６） － 長石・石英・雲母 にぶい黄橙 普通 体部外面縦位の撚糸文 SK４１６５
覆土

早期前葉
PL１４１

TP５９縄文土器 深鉢 － （４�９） － 長石・石英・雲母 にぶい黄橙 普通 条痕文を地文とし，口唇部・体部を半截竹管に
よる刺突文施文 表土 早期前葉

PL１４１

TP６０縄文土器 深鉢 － （３�２） － 長石・石英 橙 普通 ＲＬの単節縄文を地文とし，半截竹管による沈
線 爪形文施文

第１０３号堀跡
覆土

前期前半
PL１４１

TP６１縄文土器 深鉢 － （５�０） － 長石・石英・雲母・赤色粒子 橙 普通 貼付隆起帯 押圧文 第５４号地下式壙
覆土

中期前半
PL１４１

TP６２弥生土器 広口壺 － （３�４） － 長石・石英・雲母・赤色粒子 褐 普通 附加条一種縄文 SI２６５６
覆土

後期後半
PL１４１

番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１２００ 土師器 坏 １３�２ ４�２ － 長石・石英 黒褐 普通 口辺部内・外面横ナデ 体部外面ヘラ削り SE６９
覆土 ６５％

１２０１ 土師器 坏 － （２�７） － 長石・石英・赤色粒子 橙 普通 体部外面ロクロナデ 下端回転ヘラ削り 内面
ヘラ磨き

SK４４９３
覆土

１０％ 墨書
「石」PL１３７

１２０２ 須恵器 坏 ［１３�８］ ４�５ ［８�２］ 石英・雲母 灰黄 普通 体部内・外面ロクロナデ 下端手持ちヘラ削り
底部回転ヘラ切り後一方向の手持ちヘラ削り

SK４６１７
覆土

２０％ 墨書「國
ヵ子□」PL１３７

１２０３ 須恵器 坏 － （１�５）［６�４］ 石英・雲母 灰黄 普通 体部内・外面ロクロナデ 下端手持ちヘラ削り
底部回転ヘラ切り後一方向の手持ちヘラ削り

SK４４９３
覆土

２０％ 底部
墨書「�」

１２０４ 須恵器 蓋 ［１８�８］（２�０） － 長石・石英 灰白 良好 天井部左回りの回転ヘラ削り後つまみ貼り付け
つまみ径２�４㎝ つまみ高１�０㎝

SK４４９６
覆土

１０％
墨書「�」

１２０５ 須恵器 平瓶 ７�８ （１０�２） － 長石・石英 灰 良好 体部内・外面ロクロナデ 表土 ２５％

１２０６ 土師器 甕 ２４�６ ３６�０ ７�６ 長石・石英・雲母 にぶい橙 普通 口辺部内・外面横ナデ 体部外面ヘラ磨き 内
面ヘラナデ後ナデ

第６１号地下式壙
覆土 ９０％

１２０７ 土師器 小形甕［１４�０］１５�６ ［７�０］ 長石・石英・雲母 橙 普通 口辺部内・外面横ナデ 第６５号地下式壙
覆土 ４５％

１２０８ 須恵器 円面硯［１１�０］（１�３） － 長石・雲母 黄灰 良好 硯面残存 体部内・外面ロクロナデ SE８２
覆土 １５％

１２０９ 土師質土器 小皿 ５�６ １�４ ３�８ 長石・石英・赤色粒子 にぶい赤褐 普通 体部内・外面ロクロナデ 体部内面ナデ 底部
回転糸切り後ナデ

SI２６１０
覆土 ９５％

１２１０ 土師質土器 小皿 ５�７ １�９ ３�１ 長石・石英・赤色粒子 にぶい褐 普通 体部内・外面ロクロナデ 底部回転糸切り Ｑ４ｇ０ １００％

１２１１ 土師質土器 小皿 ６�３ ２�２ ３�８ 長石・石英・雲母 にぶい橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 底部回転糸切り 表土 ９５％

１２１２ 土師質土器 小皿 ６�３ ２�１ ２�８ 長石・石英 橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 体部内面ナデ 底部回転糸切り Ｑ５ｉ４ ８０％

１２１３ 土師質土器 小皿 ６�９ ２�１ ３�６ 長石・石英・雲母・赤色粒子 にぶい橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 底部回転糸切り SB４９０
Ｐ２覆土 ９５％ PL１３６

１２１４ 土師質土器 小皿 ７�２ ２�１ ３�６ 長石・雲母・赤色粒子 橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 体部内面ナデ 底部
回転糸切り Ｒ４ｆ６ ９５％
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番号 種別 器種 口径 器高 底径 胎土 色調 焼成 手法の特徴 出土位置 備考

１２１５ 土師質土器 小皿 ６�９ ２�１ ３�９ 長石・石英・赤色粒子 にぶい橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 体部内面ナデ 底部回転糸切り後ナデ Ｒ４ｆ６ ９５％

１２１６ 土師質土器 小皿 ９�０ ２�９ ４�０ 長石・石英 にぶい橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 体部内面ナデ 底部回転糸切り後ナデ SI２６７３覆土 ９５％

１２１７ 土師質土器 小皿 ８�４ ２�５ ５�２ 長石・石英・雲母 にぶい橙 普通 体部内・外面ロクロナデ 底部回転糸切り 表土 ９０％

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 胎土 色調 焼成 特徴 出土位置 備考

Ｔ１ 丸瓦 （５�９）（４�４） １�２ （８５�２）長石 にぶい褐 不良 凸面ヘラ削り 凹面布目痕 Ｑ４ｇ０

Ｔ２ 丸瓦 （５�５）（３�９） １�９ （８４�４）長石・石英・雲母・赤色粒子 にぶい橙 不良 玉縁部一部残存 凸面ヘラ削り 凹面布目痕 表土

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重さ 材質 特徴 出土位置 備考

DP１４０鏡形土製品 ６�２ ５�８ （１�６） ５２�４ 土（長石・雲母）鈕部欠損 ナデ 橙色 表土 PL１３８

番号 器種 径 厚さ 孔径 重さ 材質 特徴 出土位置 備考

DP１４１ 土玉 １�４ １�１ ０�２ ２�４ 土（長石・石英）ナデ 二方向からの穿孔 SB４７４Ｐ３覆土 PL１４０

DP１４２ 土玉 １�６ １�５ － ６�７ 土（長石・石英）ナデ 穿孔無し SD１５２覆土 PL１４０

DP１４３球状土錘 ２�１ ２�２ ０�４ ８�７ 土（長石・石英）ナデ 二方向からの穿孔 SD１５３覆土 PL１４０

DP１４４球状土錘 １�９ １�９ ０�６ ３�８ 土（長石） ナデ 一方向からの穿孔 SD１５２覆土 PL１４０

DP１４５球状土錘 ２�３ ２�０ ０�５ １１�５ 土（長石・石英）ナデ 一方向からの穿孔 第９２号堀跡覆土 PL１４０

DP１４６球状土錘 ３�１ ２�７ ０�５ １９�７ 土（長石・石英・赤色粒子） ナデ 一方向からの穿孔 SD１５１覆土 PL１４０

DP１４７ 紡錘車 ４�７ ２�３ ０�８ （４３�６）土（長石・石英・赤色粒子） ナデ 二方向からの穿孔 SD１５３覆土

DP１４８ 紡錘車 ３�６ ２�７ ０�８ ４０�８ 土（長石・石英・赤色粒子） ヘラ磨き 二方向のから穿孔 表・裏面放射状，側面縦位の線刻 Ｓ５ｂ２

DP１４９ 紡錘車 ２�４ １�０ ０�２４ ７�４ 土（長石・雲母）ナデ 一方向からの穿孔 SK５３４０覆土

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重さ 材質 特徴 出土位置 備考

Ｑ１２６ 剥片 ６�２ ２�１ ０�６ ５�９ 安山岩 縦長剥片 背面に剥面を残す SI２６０３覆土 PL１４１

Ｑ１２７ 剥片 ７�８ ３�３ ０�９ ２３�１ 珪質頁岩 縦長剥片 側縁部両側に丁寧な片面押圧剥離調整 背面に剥面を残す SI２６６７覆土 PL１４１

Ｑ１２８ 剥片 ２�２ １�８ ０�６ ２�４ 黒曜石 側縁部両側に押圧剥離調整 背面に剥面を残す SI２６５８覆土 PL１４１

Ｑ１２９細石刃核 ２�３ １�４ ０�７ ２�８ 黒曜石 縦長の剥離痕跡 背面に礫面を大きく残す 表土 PL１４１

Ｑ１３０有茎尖頭器（３�６） １�５ ０�６ （３�１） 安山岩 茎部欠損 両面押圧剥離調整 SF１６覆土 PL１４１

Ｑ１３１ 石鏃 ２�６ ２�１ ０�４ １�３ チャート 凹基無茎鏃 両面押圧剥離調整 表土 PL１４１

Ｑ１３２磨製石斧 ８�５ ６�４ ２�６ ２８３�５ 凝灰岩 丁寧な研磨 刃部・着装部使用のため欠損・摩滅 SK５５２２覆土

Ｑ１３３ 磨石 ８�４ ８�３ ２�８ １３２�０ 安山岩 表・裏面を使用 表土

Ｑ１３４ 磨石 ５�７ ５�６ ４�２ ４７８�６ 安山岩 表・裏面を使用 中央部に敲打痕 表土

Ｑ１３５ 敲石 ９�５ ７�８ ４�８ １５９�５ 安山岩 表・裏面を使用 表面中央部に敲打痕 第７９号方形竪穴遺構覆土

Ｑ１３６ 砥石 （１２�５） ３�２ ２�２（１０４�３）砂岩 端部欠損 砥面６面 断面六角形 Ｒ４ｃ６

Ｑ１３７ 勾玉 ３�９ １�８ １�２ １１�１ 蛇紋岩 孔径０�６㎝ 全面研磨 二方向からの穿孔 再穿孔 SK４６３１覆土 PL１４４

Ｑ１３８ 勾玉 １�９ １�４ ０�７ ２�４ 蛇紋岩 孔径０�２㎝ 全面研磨 二方向からの穿孔 SD１８１覆土 PL１４４

Ｑ１３９ 勾玉 ４�０ １�９ ０�６ （６�２） 滑石 孔径０�４㎝ 全面研磨 二方向からの穿孔 表土 PL１４４

Ｑ１４０石製模造品 ８�２ ２�５ ０�７ （１８�２）滑石 剣形 孔径０�２㎝ 全面研磨 一方向からの穿孔 第９６号堀跡覆土 PL１４４

Ｑ１４１石蹴遊具 ６�２ ６�０ １�１ ５２�５ ガラス 巴紋 三角文 青色 表土 PL１４３

番号 器種 径 厚さ 孔径 重さ 材質 特徴 出土位置 備考

Ｑ１４２ 臼玉 ０�９ ０�９ ０�３ １�１ 蛇紋岩 全面研磨 一方向からの穿孔 SE７３覆土 PL１４４

Ｑ１４３ 小玉 １�５ １�３ ０�３ ４�４ 蛇紋岩 全面研磨 一方向からの穿孔 SX２０覆土 PL１４４

Ｑ１４４ 紡錘車 ３�７ １�３ ０�７ ２４�４ 粘板岩 全面研磨 一方向からの穿孔 表・裏面放射状，側面横位の線刻 Ｒ５ｃ５

Ｑ１４５双孔円板 ３�２ ０�４ ０�２ ５�０ 滑石 全面研磨 一方向からの穿孔 SD１５３覆土 PL１４４

Ｑ１４６双孔円板 ２�９ ０�３ ０�１５ ３�５ 滑石 全面研磨 一方向からの穿孔 表土 PL１４４

番号 器種 長さ 幅 厚さ 重さ 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３７ 火打具 ３�２ （７�２） ０�３ （１４�４）鉄 山形 頂上部に孔有り 表土

Ｍ２３８ 鈴ヵ （３�８） ４�６ ０�０７（１７�６）鉄 中央部に溶接部 下部に２孔有り SI２６０２覆土 PL１４７

番号 器種 径 孔径 厚さ 重さ 材質 特徴 出土位置 備考

Ｍ２３９ 古銭 ２�４３ ０�５４ ０�１２ ２�６ 銅 寛永通寶 初鋳１６３６年 古寛永 SI２６０２覆土 PL１４８

Ｍ２４０ 古銭 ２�４２ ０�５６ ０�１４ ２�５ 銅 洪武通寶 初鋳１３６８年 明銭 無背銭 Ｒ５ｃ９ PL１４８

Ｍ２４１ 古銭 ２�４２ ０�６０［０�１２］［２�７］ 銅 元豊通寶 初鋳１０７８年 北宋銭 行書 錆のため融着 表土 PL１４８

Ｍ２４２ 古銭 ２�４２ ０�６０［０�１２］［２�７］ 銅 元豊通寶 初鋳１０７８年 北宋銭 行書 錆のため融着 表土 PL１４８
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１ はじめに

島名熊の山遺跡は，平成７年度に調査が開始され，現在も調査が継続している県内最大級の遺跡である。

調査区域は便宜的に第１～１６区に分けられており，第１～１３区については第１２０・１３３・１４９・１６６・１７４・１９０・

２１４・２３６・２６４集で既に報告されている。今年度は，遺跡北部の第１４区，中央部の第４・７・９区の一部，

南西部の第１６区について整理を行った。これまでの調査で，古墳時代前期から平安時代にかけての集落遺跡

であることが判明しているが，今年度整理分では，第９区の鋳造土坑，第１６区の大規模な堀跡をはじめ，中・

近世の遺構や遺物が多数確認されている。そこで，各調査区を概観するとともに，中世以降の島名熊の山遺

跡の様相について，特に特徴のある遺構や遺物を取り上げて紹介し，若干の考察を加えたい。

２ 各調査区の概要

ここでは，今年度整理を行った第４・７・９・１４・１６区のうち，遺跡中央部に位置する第７・９区，北部

に位置する第１４区，南西部に位置する第１６区の様相について概観したい。なお，時期区分に関しては，既報

告済みの調査区との整合性を保つために，『第１９０集』で示された土器の分類に基づき，第１・２期を４・５

世紀，第３～５期を６世紀，第６～８期を７世紀，第９～１１期を８世紀，第１２～１４期を９世紀，第１５～１８期

を１０～１１世紀とする。

� 第７区

第７区は当遺跡の中央部に位置し，同区の北側の第２区は平成７・１０・１１年度に調査され，すでに『第

１２０・１７４集』として報告されている。また，東側の第６区も平成８・９年度に調査され，『第１３３集』とし

て報告されている。さらに，南側及び西側の第７区も平成９年度に調査され，『第１４９集』として報告され

ており，これらの調査報告を参考にしながら，当区を中心とした遺跡中央部について概観する。

古墳時代（第７８２図）

当区では，古墳時代前・中期の遺構は確認されていないが，東側の第６区では５世紀代の集落が確認さ

れている。当区内に集落が出現するのは６世紀後葉にあたる第５期からで，竪穴住居跡２軒が該当する。

この２軒は第６区に広がる集落の西端部に位置するもので，第３１８・２５２３号住居跡はいずれも一辺５ｍを

超える中形住居である。さらに平成９年度に調査された西側の第７区からは第５期の竪穴住居跡７軒が確

認されており，この時期の集落は，当区を挟んで東西に位置する標高約２０ｍの台地上に広がっていたと理

解できる。

奈良時代（第７８３図）

第５期以降，当区に遺構は確認されていないが，８世紀後葉の第１１期に５軒の竪穴住居跡が確認されて

いる。規模は異なるが主軸方向は真北に近く，いずれも当区の北東部に位置している。特に第２５２２号住居

跡と第２５２９号住居跡は，軸線やその間隔から２軒１組の単位として存在していたものと考えられるが，こ

の他の住居跡は確認できなかった。周辺部の調査では，第７区の南側と西側（平成９年度調査）から７軒，

東側の第６区から７軒が確認され，北側の第２区を除いた周辺に集落の広がりが確認できる。またこの時

期，北西５０ｍの第８区には掘立柱建物群が立ち並ぶようになり，律令体制下の本集落の様相がうかがえる。

第８節 ま と め
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第７８２図 第７区集落変遷図（第５期）

第７８３図 第７区集落変遷図（第１１～１３期）
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第７８４図 第７区集落変遷図（第１６・１７期）

第７８５図 第７区集落変遷図（中世）
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平安時代（第７８３・７８４図）

９世紀前葉の第１２期には竪穴住居跡６軒が確認されており，第２５４６号住居跡では，竈の両側を掘り込ん

だ棚状施設が検出されている。また，出土遺物としては第２５４７号住居跡や，南に４５ｍ離れた第６０４号住居

跡から鉄鉗が出土しており，いずれも時期は９世紀中葉に比定されている。鉄滓や粒状滓などは検出され

ていないが，鉄鉗の出土から鍛冶関連遺構の存在が想定される。

９世紀中葉の第１３期には竪穴住居跡４軒が確認されており，第２５３４号住居跡の床面からは鉄製鋤先が完

形に近い状態で出土している。当遺跡で鋤先が出土した住居跡は５例目で，鋤先の所有について『第２１４

集』では，「特定の在地有力者によって所有されていた１）。」と指摘されており，単位集団における中心的

な人物の居住が推測できる。また，第２５２４Ａ号住居跡からは円面硯が出土しており，第２５３７号住居跡出土

の転用硯とあわせ，９世紀前葉から中葉にかけてひとつの集落が形成されていたと考えられ，硯の出土は，

第７区における集落の性格を考える上でも重要である。また，８世紀代まで第１０～１２区でしか確認されなか

った硯が，９世紀中葉以降は第７～９区からも確認されるようになり，集落の性格を考える上で興味深い。

第１４・１５期の住居跡は確認されず，その後１０世紀後半の第１６期では，竪穴住居跡３軒が確認される。当

遺跡では第１５期以降，東竈の住居跡が増加する傾向にあり，当区西側には９軒が確認されている。第２５３３

号住居跡からは「大」・「城」の墨書土器が出土し，第２５４５号住居跡からは，底部に「大」と箆書きされた

土師器高台付椀が出土している。以前の調査で出土した文字資料については『第１７４・１９０集』において集

成され，「大」・「城」の言葉の意味について『第１９０集』では，「大」は「地名，あるいは特定の人物に対

する美称」と述べられている。また，「城」については遺跡全体から５例が出土しており，「８世紀前半に

掘削された大溝を意識したもので，９世紀になっても溝を避けるように遺構が築かれていることから，後

世の人々にとっても溝の存在が意識されていたものと考えられる２）。」と述べられている。報告者は，前述

したように「大」については，当遺跡の広い地域で確認されていることから集落内の特定の人物をさし，

「城」については，後世の人々にとっても溝の存在が意識されていたことから，地域や場所を意味する言

葉と推測している。また表採出土の須恵器坏「城内」については，溝区画の内側を意味するものと推測さ

れる。

１１世紀前半の第１７期には竪穴住居跡９軒が確認でき，当区全体に広がりが見られる。第２５３５号住居跡は，

煙道部の細長い西竈と地床炉を持ち，南東コーナー部の床面から，雲母片岩が出土している。当遺跡では，

炉と竈を有している住居跡は本年度調査分を含め１４軒調査され，１０世紀後半に比定され第１０区に位置する

第１３４５住居跡からは銅滓や坩堝，鋳型（小形仏）が出土しており，鋳造に関わる工房跡として報告されて

いる。また�９世紀前葉に比定され第８区に位置する第９１８号住居跡からは鍛冶炉・鉄滓・粒状滓・鍛造剥

片が確認され，鍛冶工房の様相を呈している。本跡では，炉の周りから焼土・炭化物が出土しており，雲

母片岩が金床石の可能性もあると想定されたが，鍛冶に関わる遺物は全く出土していないため，工房的な

様相は示しているがその可能性は薄い。

中世（第７８５図）

中世の遺構としては，方形竪穴遺構６基，火葬土坑３基が確認されている。

方形竪穴遺構については『第２３６集』で類型別に分類されているが，当区から検出された第６３～６８号方

形竪穴遺構はいずれも柱穴を伴なわないグループに該当し，その機能などについては「住居，工房，倉庫

とする多様な説があるが，居住者の社会的な階層，築造者の社会的な階層，遺構群を構成する中で与えら
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れた機能など複雑な要素を含む遺構であり，機能はその検出状況で判断すべきである３）。」と述べられてい

る。

当区の遺構について見ていくと，第６３・６８号方形竪穴遺構では床に硬化面が確認されており，人の出入

りが想定できることから倉庫的な機能を有していたと考えられる。また，第６４号方形竪穴遺構の床面から

は炭化物と焼土塊が確認され，有機物を燃した痕跡と考えることから住居的な機能を有していたと考えら

れる。さらに，第６５号方形竪穴遺構の床面からは台石と思われる雲母片岩が検出され，工房的な機能を有

していたと考えられる。当区におけるこれらの遺構は，標高２０ｍの緩斜面上に北東から南西方向に並ぶよ

うに確認されており，ひとつの集合体を形成するように意識して構築されたと考えられる。

火葬土坑についても『第２３６集』で１２基が集成されている。当区から検出された第４１３２・４１５２Ａ・４１５２

Ｂ号土坑の形状は不整形及びＴ字形で，規模は長軸１ｍ前後と小規模のものである。いずれも土坑内に通

風孔を掘って，熱効率をあげたものであり，当遺跡から検出された火葬施設の大半が本遺構と同じ形状を

示している。検出場所は，いずれも１０世紀後半から１１世紀前半の住居跡を掘り込み，単独で検出されてい

る。『第２３６集』によると「火葬の場所と墓地との関係は，同一墓地内にその場所を設ける事例が多い４）。」

と述べられているが，当区においては周辺に墓域が検出されていないことや，火葬の場と墓域が同一墓地

内に存在していないことから，『第２３６集』で述べられている１５～１６世紀よりも古い可能性が考えられる。

また，当遺跡の西側に隣接する永仁５年（１２９７年）開基と伝えられる妙徳寺との関連性についても明確で

はない。

第４１５２Ｂ号火葬土坑の覆土中から，「城内」と書かれた墨書土器と小金銅仏の鋳型が出土している。鋳

型は，表・裏一対で出土しており，鋳出したものの大きさは長さ５�，幅１�４�で，厚さは最大０�６�と推

定される。当鋳型からその造形を明確に特定することはできないが立像であり，年代を明確にすることは

できなかった。小金銅仏は下り松遺跡５）（結城市・平安時代）出土例が約５�，本田屋敷遺跡６）（千代川村・

平安時代末）出土例が約８�，木原城跡７）（美浦村・鎌倉時代）出土例が約５�５�などが知られているが，

当鋳型の像形と類似するものはなく，大きさなどから懸仏あるいは菩薩像の頭上を飾る化仏とも推測され

る。また，当遺跡では，第７区の第１６号井戸跡から１０世紀後半に比定される天部立像，第１０区中央部に位

置する第１３４５号住居跡から銅滓が付着した坩堝片と小形仏の鋳型が出土しており，当遺跡における鋳物集

団の存在が想定される。

� 第９区

第９区は当遺跡の中央部やや南に位置し，北側の第８・９区は平成８・９年度に調査され，『第１３３・１６６

集』において報告されている。また，東側の第１０区は平成１０・１５年度に調査され，『第１９０・２３６集』にお

いて報告されている。南側の第９・１２区の一部は未調査区域はあるものの平成１４・１５年度に調査され，『第

２１４・２３６集』において報告されており，それらの報告を参考に，当区を中心とした遺跡中央部について概

観する。

古墳時代（第７８６図）

当区に集落が出現する時期は６世紀後葉の第５期からで，竪穴住居跡２軒が該当する。この時期は，熊

の山遺跡の周辺部が大規模に開発され，それまで遺構が検出されなかった当区にも集落が形成されるよう

になる。遺跡南部の第１２区では２２軒が検出され，小さな谷津を挟んだ東側の第１０区でも７軒の住居跡が検
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第７８６図 第９区集落変遷図（第５・６期）

第７８７図 第９区集落変遷図（第１２～１４期）
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第７８８図 第９区集落変遷図（第１５～１７期）

第７８９図 第９区集落変遷図（中世）
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出されて集落が拡大していることが確認されている。

続く第６期も引き続き集落が拡大する時期であり，竪穴住居跡２軒が検出されている。第１２区では，標

高２２ｍほどの台地上から東縁辺部にかけて住居跡１９軒が広がっており，その北端に本調査区が位置し，第

１０区では６軒が分布している。

平安時代（第７８７・７８８図）

当区で最も多くの遺構が確認されているのは９世紀代で，竪穴住居跡１５軒，掘立柱建物跡５棟，土坑９

基，鍛冶関連土坑４基が確認されている。掘立柱建物跡は，当区中央部に南北に延びるように検出されて

おり，２×４間の側柱式の形状から倉庫であったと考えられる。また，本年度調査中の当区南側からも掘

立柱建物跡が検出されており，さらに南に広がっている状況が確認されている。

当区の中央部には，南からの小さな谷津が入り込んでおり，その軸線から，掘立柱建物跡群はこれらの

谷津を意識して建てられた可能性が考えられる。

９世紀前葉の第１２期では，竪穴住居跡３軒，掘立柱建物跡１棟，鍛冶関連土坑４基が検出されている。

第２５０８号住居跡からは「主」，第４１２５号鍛冶関連土坑からは「�」と書かれた墨書土器がそれぞれ出土し

ている。「 」は第１２区中央部に位置する第１５７８号住居跡からも出土しており，『第２１４集』では「島名八

幡前遺跡の第８６号住居跡から出土した墨書土器と筆跡が酷似している８）。」と報告されている。このように

文字資料からも島名八幡前遺跡９）と密接に係わり合っていたと推測できる。また，調査区中央部の谷津か

らは第４１１９・４１２０・４１２５・４１２７号鍛冶関連土坑４基が検出され，遺構確認面での鉄滓の分布状況からも鍛

冶関連の地域として利用されたと考えられる。

第１３期では竪穴住居跡４軒，掘立柱建物跡２棟が検出されている。第２５０７号住居跡からは，判読できな

い墨書土器３点，第２５１５号住居跡からは「地田」と書かれた墨書土器１点と転用硯が出土している。この

転用硯の出土は，集落の性格を考える上でも重要な資料である。

第１４期では竪穴住居跡１軒，掘立柱建物跡２棟が検出されている。第２５１９号住居跡は西側に竈を有し，

紡錘車や巡方，鉄鏃や墨書土器が出土している。巡方の出土は官人的な支配者層の存在を推測させるもの

で，転用硯や巡方が出土する当区周辺は，９世紀代において島名熊の山遺跡の中心的な集落であった可能

性が考えられる。１０世紀に入ると，それまで散在していた集団がひとつの地区に集合して集落を形成する

ようになり，集落の中心は東側の第１０区へと移る。

当遺跡においては１０世紀以降，東に竈をもつ住居が多くなり，当区では２軒確認されているが，北に竈

をもつ住居跡も４軒確認されている。これは，東に竈をもつ住居の居住者と血縁的に別の集団と考えられ，

また，東側に隣接する第１０区でも北に竈をもつ住居跡が確認されている。

第１５期では，竪穴住居跡２軒，第１６期では竪穴住居跡３軒，第１７期では竪穴住居跡２軒が確認されてい

るが，住居の規模や出土遺物に大きな差異が認められないことから集落内における中心的な住居を特定す

ることは難しく，第１５・１７期での住居跡の間隔は約４０ｍ離れており，住居が点在する状況を示している。

中世（第７８９図）

中世の遺構としては，鋳造土坑１基，井戸跡２基，方形竪穴遺構１基が確認されている。第６８１号鋳造

土坑は調査区の北東部から検出され，その遺構の北側は『第１６６集』１０）ですでに報告されており，今回の

調査で遺構全体の様相が明らかとなった。本土坑は一辺が２ｍほどの方形で，梵鐘（竜頭，撞座，乳），
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燈籠の蓮華座，鰐口等の鋳型片や溶解炉の炉壁片など約４００点が出土している。京都府京都大学構内遺跡１１）

検出の梵鐘鋳造土坑や奈良県巨勢寺１２）検出の梵鐘鋳造土坑と比較して見ると，規模や出土遺物から本施設

で梵鐘を鋳造した可能性が考えられ，『第１６６集』で報告されたような廃棄土坑ではなく，梵鐘鋳造土坑で

あると想定される。また，同時期に鰐口や燈籠が鋳造されており，具体的には明確ではないが，この時期

の熊の山遺跡周辺での宗教の広まりを認識することができる。なお，本土坑については別項で記述する。

方形竪穴遺構や井戸跡については，当区内に中世の遺構が確認できないことから，現在調査中の南地区

への遺構の広がりが想定される。

� 第１４区

第１４区は遺跡の北部にあたり，『第２６４集』で報告された第１３区の西側に位置している。ここでは，隣接

する第１３区の様相を加味しながら，遺跡北部の様相について概観する。なお，文中では，東西方向に入り

込んだ谷津の北側にあたる第１３・１４区を北部，谷津の南側にあたる第１～１０区を中央部としている。

古墳時代（第７９０～７９２図）

４世紀にあたる第１期は，熊の山の地に集落が出現する時期であり，当区では竪穴住居跡１軒が該当す

る。規模は一辺６�９ｍで，中央部の北寄りに炉を有している。第１３区では同時期の竪穴住居跡４軒が確認

されており，規模や構造，出土遺物に本住居跡との大きな差違は認められない。また，本住居跡の周囲で

は同時期の住居跡が確認されていないことや，第１３区で確認された住居跡は，それぞれが３０ｍ以上の間隔

をもって存在していることから，当期には各住居が最小単位となって存在していたものと考えられる。

続く第２・３期の遺構は確認されず，６世紀前半の第４期に再び遺構が確認されるようになり，竪穴住

居跡２軒が該当する。当区の中央部東側に位置する第２４２１号住居跡は，一辺が８ｍを超える大形の住居で

あり，貯蔵穴を有する住居構造や多量の出土土器から，集落の中心的な住居であったと考えられる。また，

調査区西端では第２４２３号住居跡が確認されており，さらに西側に集落が拡大する可能性が考えられる。

６世紀後葉の第５期になると，住居跡数の増加とともに，第４期の住居跡の間や前期まで遺構が検出さ

れなかった南緩斜面部にも新たに住居が構築されて集落が拡大している。竪穴住居跡６軒が該当する。こ

の時期は，熊の山遺跡を中心とした周辺部一帯が大規模に開発されて人口が急増した時期であり，北部全

体で確認された竪穴住居跡数は４８軒である。また，鉄製農具や祭祀具の出土数が増加する。

第６期も引き続き集落の繁栄期であり，竪穴住居跡９軒が該当する。北部全体で確認された竪穴住居跡

数は４５軒であり，集落の広がりはほぼ全域に及んでいる。また，第５期同様，鉄製農具や祭祀具の出土数

の増加が確認されている。６世紀中葉の第４期以降，ほぼ同じ地域で住居跡が確認されていることから，

それまで小集団を単位として分散，移動していた集団が，血縁的なつながりを持ちつつ住み替えを行うよ

うになったと考えられる。また，当区における古墳時代後期の竪穴住居跡のほとんどが，主軸方向を北西

に向ける規格性が見られるのに対し，南緩斜面部に位置する第２４３８・２４４０号住居跡だけが主軸方向を大き

く西に向けている。出土遺物からは，北側平坦部の住居との間に明確な差違は認められないが，この２軒

は，平坦部の住居群とは血縁的には別の集団とも考えられる。

７世紀中葉の第７期の竪穴住居跡は２軒，第８期には１軒だけとなる。北部全体でも，第７期は１４軒，

第８期は７軒と６世紀代と比べて急激に住居跡数は減少しており，遺跡中央部と同様に，北部においても

集落が一時的に衰退に向かう時期であったと考えられる。また，住居跡数は減少しているものの居住域は
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第７９０図 第１４区集落変遷図（第１・４・５期）

第７９１図 第１４区集落変遷図（第６期）
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第７９２図 第１４区集落変遷図（第７・８期）

第７９３図 第１４区集落変遷図（第９～１１期）
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前期とほぼ同地域であることから，前代からの系譜を引く集団が引き続き居住していたものと考えられる。

遺跡中央部では，６世紀後葉の第５期以降，余剰生産物の収納の場と考えられる掘立柱建物跡が確認され

るようになるが，遺跡北部では，古墳時代を通じて掘立柱建物跡は確認されていない。

奈良時代（第７９３図）

奈良時代の第９期になると，それまで減少していた住居が再び増加し始め，当区では竪穴住居跡３軒が

該当する。調査区中央の平坦部で２軒，南部の緩斜面部で１軒の住居跡が確認されているが，いずれも一

定の距離を置いて分布し，集落としての明確なまとまりは認められない。２軒の竪穴住居跡が確認された

調査区中央部では，第７期以降本期まで継続して住居跡が確認されており，律令制への過渡期においても，

地縁・血縁的につながる集団が継続的に居住していたものと考えられる。また，遺跡中央部では，過去の

調査から，律令制の開始とともに集落の再編が行われ，各遺構は真北を主軸方向とすることが指摘されて

おり，当区でも同様の傾向が認められる。隣接する第１３区では，主軸方向が北西に振れる竪穴住居跡が大

半を占めていることから，別系譜の集団であったとも考えられる。北部全体では，竪穴住居跡１０軒，掘立

柱建物跡３棟が確認されており，遺跡北部において初めて掘立柱建物が出現する時期でもある。

続く第１０・１１期は，住居跡，掘立柱建物跡ともに急激に増加し，集落の拡大が顕著な時期である。新た

に南側の緩斜面部に住居群が出現し，多数の掘立柱建物跡も確認され，北部全域に遺構の広がりが見られ

るようになる。当区では，第１０・１１期ともに，竪穴住居跡３軒が該当する。また，出土遺物が少量である

ため詳細な時期は明らかでないが，奈良時代を通して４棟の掘立柱建物跡も確認されている。第１３区南東

部の谷津沿いでは，大形住居跡とともに６棟の掘立柱建物跡が確認されており，既報告済みの『第２６４集』

では，「谷津に沿って掘立柱建物群が並ぶ様相からは，東方を流れる東谷田川を利用した水運との関連を

容易に想起することが可能である。」１３）としているが，当区南部の谷津沿いから検出された掘立柱建物跡

は１棟だけであり，水運を意識した居住体系は西側までは及んでいなかったと考えられる。

平安時代（第７９４図）

当区で確認された平安時代の遺構は，９世紀代の竪穴住居跡３軒，土坑１基だけであり，１０世紀前半の

第１５期以降，いずれの遺構も確認されていない。住居跡はいずれも中央部に位置し，南緩斜面部からは姿

を消している。第１３区において，９世紀前葉の第１２期は，集落としては繁栄期であるが中心が東へと移っ

ていく時期であり，続く第１３・１４期は，集落の衰退期であると同時に集落が東へと移動する時期と捉えら

れている。当区の住居跡が少数であることからも，集落が東へ移動していった状況がうかがえる。

注目される遺構としては，円形の大形で底面に段を有する第３４１２号土坑が確認されている。当区南部の

緩斜面肩部に位置しており，９世紀代の遺物が出土している。同様の形態をもつ遺構は，茨城県南部，千

葉県北部，栃木県中央部にかけて検出されており，特に官衙関連遺跡からの検出例が多い。当遺跡におい

ては過去に１０基が報告されている。時期は，いずれの土坑も奈良時代から平安時代であり，台地縁辺部に

位置している。このような円形で有段式の土坑を氷室として，有力者層の主催する饗宴に氷を供するため

の施設の一部とする説もあるが，本遺構の周辺から官衙的な遺構は検出されていない。過去の調査におい

ては，遺跡中央部から須恵器大甕が多量の供膳具とともに出土している例や，「酒」と書かれた墨書土器

の存在から，饗宴を主催することのできる有力者層の存在が想定される。

遺跡中央部では，１１世紀前半の第１７期においても９０軒以上の竪穴住居跡が確認されており，１１世紀後半
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の第１８期には急激な住居跡の減少が認められるが，遺跡北部において１０世紀前半の第１５期以降に確認され

た遺構は，竪穴住居跡７軒，掘立柱建物跡２棟にすぎない。遺跡中央部よりも約１世紀早く集落の終焉を

迎えたものと考えられる。

中・近世

中・近世の遺構としては，掘立柱建物跡３棟，方形竪穴遺構３基，地下式壙３基，溝跡１５条，火葬土坑

８基，墓坑１３基，柵跡１列のほか，形状から墓坑の可能性がある土坑８４基が確認されている。地下式壙，

火葬土坑，墓坑の多くは南緩斜面部に集中しており，北部に向かうほど散在する状態となる。また，南緩

斜面部の墓坑密集地からは多数の小ピットが検出されており，墓坑に伴う卒塔婆等の掘り方の可能性も想

定できる。同様の景観を示す第１３区西部域とともに，中世以降の当地域は，墓域として機能していたと考

えられる。また，当調査区で検出された１５条の溝跡は，いずれも形状から区画溝または区画溝を兼ねた根

切り溝と考えられるが，東側の第１３区へと連続する溝跡は認められず，第１３区と第１４区との間の道路で終

結しており，この場所が近世から道路として機能していた可能性が考えられる。

第７９４図 第１４区集落変遷図（第１２・１３期）
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� 第１６区

第１６区は当遺跡の南西部にあたり，既に報告されている第１～１１区の南西側，第１２区の西側に位置して

いる。当区の地形は，東・南・西側の三方を谷津に囲まれた舌状台地を呈し，台地上の北東部が標高２３�０

ｍの最高所となっている。中央部にかけては平坦面が広がり，標高２２�０～２２�５ｍ付近が傾斜変換点で西側

へは緩やかに傾斜し，南側は急な傾斜となっている。竪穴住居跡や掘立柱建物跡の多くは，北東部から中

央部にかけた標高２２�５～２３�０ｍの台地上に集中し，一部は台地の縁辺部や斜面部にも展開している。

そこで，これまでに報告された調査成果を考慮しながら，当区の様相について概観する。なお中世以降

については，別項で述べる。

古墳時代（第７９５・７９６図）

第１期は，当遺跡に集落が出現する時期であるが，当区で遺構は確認されていない。

第２期は５世紀代にあたり，当区では竪穴住居跡５軒確認されている。これまでの調査では，東谷田川

沿いの台地縁辺部に小規模な集落が確認されているが，時期は５世紀前半を中心としており，集落の廃絶

後は時期的な空白が想定されている。今回，当区で検出された住居跡の時期は，５世紀中葉から後葉に位

置付けられ，当遺跡の空白期を埋める資料といえる。したがって，集落の形成には時期差が認められるこ

とから，東谷田川沿いに点在していた集団の一部が，当区周辺へ移住したと想定される。５世紀中葉は，

当区中央部の台地縁辺部に第２６３８号住居跡が位置している。一辺７ｍを超える大形住居で，周辺には住居

跡が確認されておらず，単独での存在と考えられる。南東コーナー部には径１００�ほどの貯蔵穴があり，

炉は３か所で，北部に位置する炉１・炉２は作り替えが行われている。出土遺物は土師器坏・甕・甑，刀

子があり，土器類はほぼ完形の状態で壁際に集中していることから，壁際が収納空間として利用されてい

たと考えられる。５世紀後葉には，東部の台地上に一辺７ｍ前後と推定される大形の第２６８９号住居跡と一

辺４�２～５�５ｍの中形住居跡３軒がまとまっており，小集団を形成している。第２６８９号住居跡は，北西コー

ナー部に長径１４５�ほどの貯蔵穴や，西壁側に間仕切り溝２条を有している。出土遺物は土師器坏・甕の

ほか，臼玉や双孔円板などの石製模造品が出土している。他の遺構との重複が激しいため全容は明らかで

はないが，規模や形状から集落の中心的な住居であったと考えられる。

６世紀前葉から中葉の第３・４期は空白期であり，当区で再び集落が確認されるようになるのは６世紀

後葉の第５期である。当遺跡では，第４期に大形住居を中心に集団として結合の強化が見られ，第５期に

はその単位集団が増加し，集団ごとに住居の主軸方向には統制がとられるようになる。また第５期は，当

遺跡を中心とする周辺一帯が大規模に開発される時期でもあり，当遺跡は繁栄期を迎え，当区でも住居跡

数は一挙に増加している。当区では竪穴住居跡１７軒が該当し，台地上から斜面部まで集落の広がりが見ら

れるようになり，調査区東部や中央部に１０軒，南部の台地縁辺部や斜面部にも７軒が確認されている。当

区東部には一辺７ｍを超える第２６８１号住居跡が位置し，その周辺を取り囲むように複数の中形住居が配置

されている。いずれも主軸方向はおおむね北西方向を向いており，同一の集団を構成していたと考えられ

る。第２６８１号住居跡は，東および西壁側に３条ずつ間仕切り溝を有し，出土遺物は竈の周辺を中心に土師

器坏・甕・甑，辻金具などが遺棄されていたほか，須恵器�，鋤先なども廃絶後に投棄されている。また，

南部の台地縁辺部から斜面部に位置する７軒の住居跡は，一辺４～６ｍの中形住居であり，主軸方向はお

おむね北西を向いていることから，前述の集団に属する集団と考えられる。

第６期は住居跡数がさらに増加し，継続して繁栄期の様相を示している。竪穴住居跡は２３軒で，分布の
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中心は台地上に移動している。北・東部に１７軒，南部には６軒が確認されている。一辺６ｍを超える住居

跡は９軒を数え，大形住居の増加が見られ，これら３か所には大形住居を中心とした集団が形成されてい

る。北部の集団は，第２６５７号住居跡と３軒の中形住居で構成され，第２６５７号住居跡の竈の灰層中からは，

土玉・小玉・管玉など１０点が出土している。東部の集団は，第２６６６号住居跡を中心に数多くの住居跡がま

とまっており，他の集団と比べて各住居の鉄器や紡錘車，玉類の保有率が高く，集落内における優位性が

認められる。中心となる第２６６６号住居跡は，東および西壁側に間仕切り溝がそれぞれ３条ずつ検出されて

おり，主柱穴が６か所，支柱穴が３か所と計９本の柱を有することから堅固な上屋構造であったと推定さ

れる。出土遺物は土師器坏・鉢・甕などのほか，北東・南西コーナー部から土玉や球状土錘などの土製品

２０点が出土している。住居の規模や構造や集団の優位性から，前期の中心的な住居であった第２６８１号住居

跡とのつながりが想定される。また，第２６６６号住居跡から南西２０ｍほどに位置する第２６９８号住居跡は，北

西・北東コーナー部を中心に土師器甕が多量に出土している。口縁部および底部から個体数を算出すると

４７個体を数え，出土状況は住居の廃絶後に投げ込まれた様相を示している。このように一括投棄された玉

類や甕の出土例は，集落の廃絶に伴う廃棄行動として注目される。

７世紀中葉にあたる第７期は，当遺跡が一時的に衰退する時期である。当区でも竪穴住居跡は６軒に減

少し，北東部から東部の台地上に２軒，南部から南東部の斜面部に４軒が確認されているだけである。東

部に位置する第２６７７号住居跡は一辺８ｍ，南東部に位置する第２６３４号住居跡は一辺６�５ｍといずれも大形

で第２６６２・２６７７号住居跡，第２６２４・２６３４号住居跡は，それぞれ近接して主軸方向もおおむね一致しており，

同一の集団と想定される。なお，当区では第７期以降，９世紀後葉の第１４期まで，当遺跡内でも最大級（上

位３位以内）の大形住居が継続して営まれている。当期の住居数の減少にみられる集落の再編以降，当遺

跡の集落形成のなかで，一定の立場を保持し続けた集団の居住域と捉えられる。

第８期は，竪穴住居跡６軒が該当する。北部から東部の台地上に６軒が存在し，一つのまとまりを構成

し，斜面部に住居跡は見られなくなる。第２６９３号住居跡を除く５軒の主軸方向は，おおむね北西方向を向

いている。北部に位置する第２６９３号住居跡は，長軸５�５ｍ，短軸４�０ｍの長方形で，各期を通じて当区唯一

の西竈の住居である。南壁際には多量の粘土塊が堆積しており，Ｐ３の覆土上層には，焼土や炭化材が堆

積している。出土遺物は土師器坏・甑・小形甕，須恵器坏，石製紡錘車，鉄滓などである。住居の形状や

多量の粘土塊，Ｐ３の堆積状況から何らかの手工業生産に関わる工房の可能性が考えられる。第２６４０・２６４９

号住居跡は，一辺７ｍを超える大形住居であり，その他４軒は一辺４～６ｍの中形住居である。出土遺物

は土器類のほか，３軒の住居跡から鎌１点，鏃２点，不明鉄製品４点が出土しており，集落内での鉄製品

の保有率が高くなる傾向が見られる。また，鉄製品については，それまで大形住居を中心に出土していた

が，当期ではいずれも中形住居から出土している。鉄製品の普及に起因するものか，主屋と倉庫といった

機能差によるものかは即断できないが，鉄製品の管理体制には変化が認められる。

奈良時代（第７９７図）

８世紀前葉にあたる第９期は，遺跡中央部に一辺７０ｍの方形区画溝が開削され，さらに，遺跡内の住居

跡は形態が均質化し，主軸方向が真北方向を指すようになる。このような様相は，律令体制による居住域

の統制が図られた結果と考えられる。当区では，竪穴住居跡５軒が該当し，それらは北部・中央部の台地

上に１０～２０ｍと一定の間隔を保って配列している。北部に位置する第２６５２号住居跡は，長軸６�５ｍ，短軸

５�５ｍの長方形で，北東コーナー部に貯蔵穴を有している。主柱穴は６か所で，堅固な構造の住居である。
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第７９５図 第１６区集落変遷図（第２・５期）

第７９６図 第１６区集落変遷図（第６～８期）
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第７９７図 第１６区集落変遷図（第９～１１期）

第７９８図 第１６区集落変遷図（第１２～１４期）
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中央部に位置する第２６３１号住居跡は，一辺６�５ｍほどの大形住居で，主柱穴が４か所，支柱穴が２か所と

計６本の柱を有し，第２６５２号住居跡と同様に堅固な構造である。２軒とも規模や形状，出土遺物から中心

的な住居であったと想定され，出土遺物は土師器坏・甕，須恵器蓋などのほか，石製勾玉・双孔円板，刀

子・鏃などが出土している。また，第２６３１号住居跡の出現以後，中央部には継続的に大形住居が形成され

ていることから，当期は，中心的な住居が東部から中央部へ移る過渡期に位置付けられる。

第１０期は，遺跡中央部に整然と配置された掘立柱建物群が出現し，集落域を取り囲むように大溝が巡ら

されている。当区は，大溝の区画からは外れるものの，北東部から中央部の台地上に竪穴住居跡７軒と掘

立柱建物跡２棟が確認されている。住居跡は，いずれも主軸が真北方向を向いており，前期に続いて主軸

方向は統制がとられている。中央部に位置する第２５９９号住居跡は一辺８�５ｍで，遺跡内でも当期の最大規

模の住居である。出土遺物は土師器甕や須恵器蓋のほか，土玉，石製勾玉・双孔円板，刀子・鏃・紡錘車・

火打具などが出土している。本住居跡の東側には第４７３号掘立柱建物跡，さらにその東側２０ｍほどの位置

に第４８９号掘立柱建物跡が位置している。２棟は桁行３間×梁行２間でほぼ同規模の側柱建物であり，主

軸方向もおおむね一致していることから倉庫としての機能が想定される。その他の住居跡は，一辺４～５

ｍに均質化しており，小形化の傾向を示している。また，６軒の住居跡から刀子・鏃・紡錘車・火打具が

出土しており，鉄製品の保有率が高いのも当期の特徴に挙げられる。

第１１期には，以前として遺跡の中央部には掘立柱建物群が建ち並び，大溝による区画も踏襲されている。

当区は，竪穴住居跡４軒，掘立柱建物跡１棟が確認され，住居跡数はやや減少して，規模の小形化が進ん

でいる。北東部から中央部の台地上には，一辺６�５ｍほどの第２６６８号住居跡を中心に，一辺４～４�５ｍの中

形住居や３ｍ以下の小形住居が一定の間隔で点在しており，主軸方向は４軒とも真北方向を向いている。

第２６６８号住居跡は平安時代の住居と重複しており，出土遺物も少ないため全容は明らかでない。

平安時代（第７９８・７９９図）

９世紀前葉の第１２期になると，当区では増加傾向に転じ，竪穴住居跡１１軒，掘立柱建物跡３棟，柵跡１

列が確認されている。住居跡はいずれも台地上に位置し，中央部から南部に６軒，東部に５軒の２集団に

分けられる。中央部に位置する第２６５６号住居跡は，一辺７�５ｍほどの当期最大級の住居跡である。前述し

たように，第９期から同じ場所での建て替えが行われており，集落の中心は調査区中央部に移ってから代々

住み替えが行われ，中心部は世襲的に踏襲されたと考えられる。南部には，東から第４７１・４７６・４８０号掘

立柱建物跡が同じ桁行方向で並んでいる。第４７１・４８０号掘立柱建物跡は柱穴の規模が大きく，柱間寸法が

広いことから居宅の機能が想定され，小規模な第４７６号掘立柱建物跡は倉庫と考えられる。また，第４７１号

掘立柱建物跡の西側に並行する第２１号柵跡は，本建物跡の西側を遮断する簡易的な塀と考えられる。第４７１・

４７６・４８０号掘立柱建物跡は，大形住居である第２６１８号住居跡から住み替えのために建設されたと考えられ

る。東部では，第２６９６号住居跡が東竈である以外，おおむね北方向を向いており，主軸方向はほぼ一致し

ている。出土遺物は大形住居から双孔円板や石製管玉，中形住居を中心に刀子・鏃・鎌・手斧・縁金具・

釘などの鉄製品が出土しており，鉄製品の保有率は高い傾向を示している。

第１３期は，竪穴住居跡９軒と掘立柱建物跡３棟が該当する。住居跡は，北東部から中央部の台地上に６

軒，南部の斜面部に３軒が位置し，弧を描くように点在しており，再び斜面部にも住居が形成されるよう

になる。当期以降，主軸方向の振れ幅は大きくなり，また一辺３�５ｍほどの小形住居跡が４軒を数え，さ

らに小形化する傾向が認められる。中央部の台地縁辺部に位置する第２６２７号住居跡は，一辺７�０ｍほどの
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当期最大の住居跡である。出土遺物は，土師器高台付椀，須恵器坏・高台付坏・蓋・甕のほかに灰釉陶器

瓶も見られる。また，北東部に位置する第２６６４号住居跡の竈からは「田」と刻書された土師器高台付皿と

須恵器円面硯片が出土し，いずれも集団の中心的な住居と考えられ，有力者層の存在がうかがわれる。掘

立柱建物跡は，南部の台地縁辺部に３棟が集中しており，第４７７・４７８・４８２号掘立柱建物跡が該当する。

規模や形状はほぼ同一であり，配置からは倉庫としての機能が想定され，倉庫群を形成していたと考えら

れる。

第１４期には，住居跡数はわずかに増加し，竪穴住居跡１１軒と掘立柱建物跡５棟が確認されている。住居

跡は規模がさらに小形化し，一辺４ｍ以下のものが半数を占めるようになる。鋤先・鏃・刀子などの鉄製

品や砥石は小形住居跡を中心に出土しており，小形住居は倉庫的な機能も有していたと考えられる。東部

から中央部の台地上には，一辺７ｍほどの第２６６５・２６８８号住居跡と，一辺５ｍほどの第２６５９号住居跡が位

置し，互いに２０～３０ｍの間隔を空け，それぞれ単独で存在している。その間には倉庫と想定される掘立柱

建物跡４棟が点在している。第２６６５号住居跡は一辺７ｍほどの住居跡で，前期の第２６６４号住居跡と同位置

にあり，同住居跡からの建て替えが想定される。竈は作り替えが行われており，床面には４面の貼床が認

められ，短期間に４回以上の貼り替えが行われている。遺物は土師器坏・高台付椀・高台付皿などのほか，

灰釉陶器椀や「杢」，「口」，「石□□」，「土」と書かれた墨書土器も出土しており，前期から引き続き有力

者の居宅として機能したと考えられる。第２６５９号住居跡からは，灰釉陶器椀が出土し，中央部の集団の中

心的な住居と考えられる。また，南部の斜面部には６軒がまとまっており，一つの集団を形成している。

第２６１６・２６２１号住居跡は，一辺３�５ｍほどの小形住居跡であり，東側には桁行方向を同じにする第４７２・４７５

号掘立柱建物跡が位置している。建物は，規模や形状からいずれも倉庫としての機能が想定される。

１０世紀前半の第１５期になると住居跡数は急激に減少し，以後当区では，集落が衰退していく傾向が認め

られる。竪穴住居跡４軒と掘立柱建物跡１棟が確認されており，住居跡はいずれも一辺４ｍ台の中形住居

で，主軸方向はおおむね北方向である。北部の２軒は３０ｍほどの間隔をあけて点在し，南部の台地縁辺部

では２軒が隣接している。出土遺物は土師器が主体となり，坏・高台付椀・皿などが出土している。南部

の台地縁辺部に位置する第２６１５号住居跡からは「�」と刻書された土製紡錘車が出土し，北東部の第２６７２

号住居跡からは，「石」と墨書された須恵器高台付皿が出土している。第２６７２号住居跡は，第１３期の第２６６４

号住居跡から継続して同位置での建て替えが行われており，いずれも刻書土器や墨書土器が出土している

ことから，血縁的なつながりをもつ有力者層の居宅と想定される。また，調査区中央部の第４９０号掘立柱

建物跡は，規模や形状から倉庫と考えられる。

第１６期は竪穴住居跡２軒が該当し，掘立柱建物跡は確認されていない。住居跡は一辺３ｍ台の小形住居で，

中央部に約２０ｍほどの間隔で点在しており，いずれも東竈である。出土遺物は土師器坏・高台付椀・小皿・

甕などで，当期から小皿が器種組成に加わるようになる。また，鏃・鎌・刀子の鉄製品に加え，各住居跡

から鉄滓が出土しており，鉄の精錬から鉄製品の製造までの工程が集落内で行われていた可能性がある。

１１世紀前半の第１７期には，調査区南側の台地縁辺部に４軒のまとまりが認められる。第２６３３号住居跡が

一辺５�５ｍを超える規模で，当期では大形の住居であるが，後世の堀や土坑に掘り込まれているため全容

は不明である。その他の住居跡は一辺３ｍ台の小形住居で，いずれも東竈である。出土遺物は，前期と同

様に土師器坏・高台付椀・小皿・甕などである。

第１８期は，当遺跡における集落の終末期であり，当区では住居跡が確認されておらず，集落は一早く終焉

を迎えている。以後，中世段階まで遺構形成が認められない空白地となっている。
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３ 島名熊の山遺跡の竪穴住居跡について

島名熊の山遺跡において確認された竪穴住居跡数は，今回の報告分を含めて２０００軒以上に達する。各調査

区における住居跡数の増減や集落の分布については既刊行の報告書で紹介されており，以下のような点が指

摘されている。

・４世紀に集落が形成され，６世紀後半以降になると集落は台地上を覆い尽くすようになる。

・奈良時代，平安時代になっても集落が継続して営まれており，中でも奈良時代初頭における集落の様相の

変化は劇的である。

・律令体制の衰退期においても安定して集落が展開している。

そこで，これらの点について，蓄積された資料を基に再度検証したい。なお，他の遺構に掘り込まれてい

るため全容が明らかでない住居跡や一部が調査区域外に延びている住居跡も認められており，各項目の総数

は調査軒数と一致しない。時期区分に関しては，既報告分との整合性を保つために，『第１９０集』で示された

土器の分類に基づき，第１・２期を４・５世紀，第３～５期を６世紀，第６～８期を７世紀，第９～１１期を

８世紀，第１２～１４期を９世紀，第１５～１８期を１０～１１世紀とする。

� 時代別検出住居跡数

これまでに確認された竪穴住居跡を時代別に分類すると，古墳時代７９０軒（４０�５％），奈良時代３９４軒（２０

�２％），平安時代７６７軒（３９�３％）であり，縄文時代・弥生時代の住居跡は確認されていない。これまでの

調査で，縄文時代の陥し穴７基が検出され，縄文土器片も出土していることから，縄文時代から人々の生

活の場であったと考えられるが，当地に集落が形成されるのは古墳時代前期以降である。

第７９９図 第１６区集落変遷図（第１５～１７期）
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� 竪穴住居跡数の推移

次に，時期ごとの集落の盛衰について概観したい。当遺跡において最初に住居跡が確認されるのは４世

紀の第１期で，小規模な集団の出現期と捉えられる。６世紀前葉の第３期には４軒が確認されるが，第４

期以降再び増加の傾向を示し，６世紀後葉から７世紀前葉の第５・６期に古墳時代で最大の繁栄期を迎え

る。当期は，住居跡の分布が遺跡全体に及ぶようになることや鉄製農具の出土状況からも，当遺跡一帯が

大規模に開発され，人口が急増した時期であったと考えられる。当遺跡の南側に位置する島名前野東遺跡

や島名八幡前遺跡と同様に，７世紀中葉から後葉の第７・８期になると住居跡数は急減する。しかし，こ

の時期においても５０軒以上の住居跡が確認されており，律令制への過渡期においても，当地では地縁・血

縁的につながる集団が継続的に居住していたことが推測できる。

奈良時代の第９期になると住居跡数は再び増加の傾向を示し，８世紀中葉の第９期以降平安時代の第１４

期まで，１１６～１３１軒と，各期ともほぼ同数の住居跡が検出されている。このことから人口を支えるための

生活基盤の安定がうかがえ，鉄製農具の普及とともに，農業の盛行やそれに伴う経済力の充実が計られた

と考えられる。律令期における当地は河内郡島名郷に比定されており，確認された住居跡数の多さからも，

中心的な集落であったことが裏付けられる。

その後，１０世紀前半の第１５期以降減少傾向を示すものの，１１世紀まで継続して集落が営まれていた様子

がうかがえる。そして，１１世紀後半の第１８期を最後に竪穴住居跡は確認されなくなる。竪穴住居から平地

式住居へと居住形態が変化した時期とも考えられるが，生活痕は認められず，中世への連続性は確認でき

ない。なお，住居跡数の減少は遺跡内で一様ではなく，遺跡北部，南西部では，遺跡中央部よりも約１世

紀早い１０世紀後半に，竪穴住居跡はほぼ姿を消している。

時期別住居跡数

地域別住居跡数の推移（奈良時代・平安時代）

―９４７―



� 住居規模の変化

次に，時期を追って竪穴住居跡の規模の変化ついて確認したい。当遺跡で確認された竪穴住居跡の平面

形はいずれも方形または長方形である。なお，第３期については，確認住居跡数が４軒であるため，グラ

フからは除外している。

古墳時代前・中期ともに，中心となる規模は１０～２９�である。４世紀代の第１期は，１０～１９�が３６％，２０

～２９�が３３％であるのに対して，５世紀代の第２期には，１０～１９�が２１％，２０～２９�が２９％の他，第１期

には１３％であった４０�以上の割合も３５％となり，住居跡が大形化する傾向が見られる。

古墳時代後期になるとさらに大形化が進行する。６世紀中葉の第４期は，前期までと同様に１０～２９�の

住居跡が半数近くを占めているが，３０～３９�の割合が２５％となり，７０�を超える住居跡も確認されるよう

になる。当遺跡において最も多くの住居跡が確認される第５・６期は，住居跡が最も大形化する時期でも

あり，１００�を超える大形の住居跡も確認されている。また，古墳時代後期を通して各規模の割合に大き

な差違が認められないことから，血縁関係を同一とする集団が継続的に居住していたことがうかがえる。

その後，住居跡数の減少とともに小形化の傾向を見せ，第７期以降になると７０�以上の住居跡は確認され

ていない。

関東地方の竪穴住居跡について，南関東（東京都・神奈川県・千葉県）と，北関東（茨城県・埼玉県・

栃木県・群馬県）を対比させて分析した宮本長二郎氏は，『平均規模は，南関東では前期２７�８�，中期２８�

２�，後期３２�１�と時代の下降にしたがって増大しているが，北関東では前期２５�８�，中期３１�１�，後期

２２�２�と中期に最も大きく，後期には南関東とは反対に小型化する。』また，『３０�以上の中・大規模で比

較すると，南関東では前期２９�７％，中期４９�６％，後期４４�６％，北関東では前期３０�５％，中期４３�０％，後期

２６�８％で，前・中期には両地方で同様の傾向を示すが，後期に大きな差を生じている。』１４）としている。

同様の手法で当遺跡を分析すると，平均規模は，前期２４�６�，中期３０�３�，後期３０�７�，３０�以上の割合

は，前期２５�６％，中期５０�０％，後期４３�９％となり，いずれの値も南関東の統計値と近似している点が興味

深い。

奈良時代の第９期になると，１０～１９�の割合が半数以上を占めるようになる。５０�以上の大形住居跡も

３軒が確認されるだけとなり，住居の小形化は急速に進行する。奈良時代を通じて同様の傾向が見られ，９

世紀中葉から後葉の第１０・１１期では，５０�以上の住居跡は確認されていない。この急激な変化からは，律

令制の確立に伴う社会体制の変化や集落の再構築の様子がうかがえる。

住居規模の変化
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平安時代においても，奈良時代と同様に１０～１９�の住居が中心であるが，小形化はさらに進行し，９�

以下の割合が増加する。１０世紀後半の第１６期には，９�以下の割合が４７％に達し，１０世紀以降に確認され

た３０�以上の住居跡は１軒だけである。また，奈良時代から平安時代にかけて，住居規模は均一化の様相

を呈するようになる。そのために，集落内において支配的立場にあった住居の特定や身分的差違について

は，遺構の面から掌握することが難しい。

� 検出住居跡数と標高

当遺跡は東谷田川に面した台地上の縁辺部に位置しており，台地上の標高は２０�０～２３�０ｍである。また，

遺跡の中央部と北部との間には谷津が入り込み，遺跡北部・南部・南西部の南側，中央部の東側は緩斜面

となっている。住居跡は，標高１５�５～２３�４ｍの範囲で確認されており，各期ともに２０�０～２２�９ｍに集中す

るが，時期的な差違も認められる。そこで，立地する標高の違いについて，集落の分布と関連させながら

確認したい。なお，第３期については，確認住居跡数が４軒であるため，グラフからは除外している。

古墳時代前期の第１期は，全体の７２�２％が標高２０�０～２１�９ｍに位置しており，その中でも４０�７％が２０�０

～２０�９ｍに集中している。続く第２期においても２０�０～２０�９ｍの割合が４５�５％に達し，前期と同様の傾向

を示しているが，２２�０ｍ以上の割合が増加している。両期とも台地の東縁辺部からの検出例が多い。

古墳時代後期は，住居数が急増して台地上の全域で集落が確認されるようになる時期である。古墳時代

前・中期と比べて，より標高が高い位置からの検出例が増加していることからも，大規模な開発と，それ

に伴う居住域の拡大がうかがえる。

奈良時代・平安時代を通して住居跡の分布は台地上の全域に及んでいるが，古墳時代と比べて，標高が

低い位置からの検出例が増加してくる。時代が下るにつれて低い位置の割合が増加しており，これは，遺

跡北部や中央部において，標高が高い北西側から標高が低い東側へと集落が移動している様子と一致して

いる。また，資料からは，１０世紀前半の第１５期以降に２１�０ｍ以上の割合が急激に減少し，２０�０～２０�９ｍの

割合が半数近くを占めるようになることが読みとれる。この時期は，遺跡北部・南西部において住居数が

急激に減少する時期と一致しており，確認された住居跡の多くが遺跡中央部の南東域に集中していること

との関連が考えられる。なお，１７�０ｍ以下の住居のほとんどは，遺跡最南部に位置する第１２区の南側で確

認されている。

立地標高の変化
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以上，竪穴住居跡数の推移，住居規模の変化，検出住居跡数と標高の３つの観点から，当遺跡の竪穴住

居について検証を試みた。使用した資料は竪穴住居跡だけであり，掘立柱建物跡等の他の遺構についての

確認がなされていないため，遺跡全体の性格を語るには不十分であるが，今回の資料分析の結果から考え

られる特徴は以下の通りである。

・古墳時代前期の４世紀以降に竪穴住居が確認されるようになるが，古墳時代前・中期の住居跡数は調査

面積に対して少数であり，小規模な集団が出現し小移動を繰り返していた時期と考えられる。

・古墳時代後期の第５・６期に住居跡数が急増する。住居の分布も遺跡全体に及ぶようになることから，

大規模な開発と人口増加に伴う集落の拡大が考えられる。また，住居規模もこの時期が最大となる。

・第７・８期になると住居跡数が減少傾向を示すが，最減期においても５０軒ほどが確認されており，律令

期への連続性が認められる。

・奈良時代に入ると住居跡数が増加し，１１世紀まで継続して集落が営まれている。ただし，集落の衰退期

は遺跡全体で一様ではなく，１１世紀前半までほぼ同数の住居跡が確認され，１１世紀後半に急激に減少する

中央部に対して，北部および南西部では，１０世紀後半以降，竪穴住居跡はほとんど検出されていない。

・律令期に入ると住居規模は急激に小形化し，また，均一化してくる。このことからは当遺跡が律令制に

組み込まれていった様子がうかがえる。

表６５ 時期別住居規模一覧表

表６６ 時期別標高一覧表

面 積 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 １０期 １１期 １２期 １３期 １４期 １５期 １６期 １７期 １８期 総計（軒）

１～９� ２ ５ １１ ３ ５ １０ １１ １３ １４ １７ ２２ １８ ５１ ３０ １３ ２２５

１０～１９� １４ ３ １ １０ ３２ ４９ １９ １２ ６０ ６７ ７０ ６０ ６７ ６２ ５０ ５２ ６８ ３１ ７２７

２０～２９� １３ ４ ２ ５ ４６ ４６ ２０ １５ ２４ ２９ １９ １７ １２ １６ ３ ５ １ ２７７

３０～３９� ５ ２ ８ ３８ ４２ ２３ ５ ８ ７ ３ ７ ５ ２ １ １５６

４０～４９� ４ ３ １ １９ １５ ３ ６ ３ ３ １ ５ ３ ２ ６８

５０～５９� ２ ５ ８ ７ ２ ２ ２ １ １ ３０

６０～６９� １ ３ ８ ２ １ １ １６

７０～７９� ２ ５ ２ ９

８０～８９� １ ５ ２ ８

９０～９９� ２ ２ ４

１００～１０９� １ １ ２

平均面積（�）２４�６ ３０�３ ２１�９ ３３�３ ３４�１ ３０�２ ２７�２ ２５�１ １９�５ １７�９ １５�８ １８�２ １６�８ １５�６ １２�２ １１�１ １１�８ １１�６ １５２２（軒）

標 高 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 １０期 １１期 １２期 １３期 １４期 １５期 １６期 １７期 １８期 総計（軒）

１５�５～１５�９ｍ １ １ １ １ １ ５

１６�０～１６�４ｍ １ １ １ ３

１６�５～１６�９ｍ １ １ １ ３

１７�０～１７�４ｍ １ ２ １ １ ２ ７

１７�５～１７�９ｍ ０

１８�０～１８�４ｍ ２ １ １ １ ２ ２ １ ３ １ ６ ２ １ １ ２４

１８�５～１８�９ｍ ２ １ ４ ３ １ ２ ２ １ １ ３ ２ ２ ２ １ ２７

１９�０～１９�４ｍ ３ １ ５ ８ ６ ２ ４ １２ ６ １３ ６ ７ ５ １４ ８ ６ １０６

１９�５～１９�９ｍ ３ ３ ３ １１ ２２ ８ ３ １１ ８ １０ １２ １５ ２０ １４ ２０ １７ ５ １８５

２０�０～２０�４ｍ １７ ６ １ ９ ３２ ２７ １２ ８ ２３ ２２ ２６ ２３ ２２ ２２ ２４ ２６ ３６ １９ ３５５

２０�５～２０�９ｍ ５ ４ １ ３ ２４ ３１ ６ ５ １５ １４ １５ １２ １９ ２０ １１ ２１ ２０ ６ ２３２

２１�０～２１�４ｍ ７ １ ７ ２６ ２６ １０ ４ １６ １４ １３ ８ １１ ９ ５ ８ １２ ２ １７９

２１�５～２１�９ｍ １０ １ ３ ２２ １９ ４ １０ ６ １１ ８ ６ ６ ９ １ ２ ４ ６ １２８

２２�０～２２�４ｍ １ ３ ４ ３１ ３０ １３ ９ ２０ ２５ １８ １２ １１ １３ ５ ８ ４ ４ ２１１

２２�５～２２�９ｍ ４ １ ７ ３８ ２８ ２１ ３ １５ ８ １１ ８ ６ １０ ５ ５ ４ ２ １７６

２３�０～２３�４ｍ ４ ２ １４ ２３ ４ ７ ９ ７ １１ ２０ １６ ９ ３ １０ ３ １４２

総計（軒） ５４ ２２ ４ ４２ ２０８ ２２１ ８６ ５４ １２２ １３１ １２２ １１６ １２０ １２６ ７７ １１７ １１０ ５１ １７８３（軒）
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４ 中・近世の遺構と遺物

前述したように，第９・１６区では中世・近世の遺構や遺物が数多く検出されている。ここでは，その遺構

や遺物について若干の考察を加え，当遺跡の新たな性格が表出できればと考える。

� 梵鐘鋳造遺構と鋳物師

第９区からは，梵鐘鋳造に関わる遺構が検出された。ここでは，検出状況について検討し，さらに京都

府京都大学構内遺跡１５）・埼玉県金井Ｂ遺跡１６）・神奈川県宮ヶ瀬遺跡群１７）で検出されている梵鐘鋳造土坑等

と比較して，当遺跡における遺構の特徴や周辺施設との比較検討を加えてみたい。また，出土遺物や本県

における鋳物師の集成から当遺跡の鋳物師についても迫りたい。

ア 第６８１号土坑について

島名熊の山遺跡第９区で検出された第６８１号土坑は，平成９年度にその北半分が調査され，梵鐘の竜

頭，鰐口，灯籠の蓮華座の鋳型片が出土した。その後，平成１３年の調査において遺構全体の様相が明ら

かになった。遺構は，西に緩やかに傾斜している標高２０�０ｍほどの緩斜面部に位置しており，長軸２�１５

ｍ，短軸２�０５ｍの隅丸方形で，地山を３５～４０�掘り込んでいる。底面には，中央部の東西方向に幅２４�，

長さ１２９�，深さ１０�の掘り込みが検出され，焼土や炭化物も確認された。遺物は，梵鐘の乳，鰐口，

燈籠の蓮華座等の鋳型片の他，溶解炉の送風口部片や溶解炉壁片など約４００点が確認された。

この遺構を，京都大学構内遺跡検出の梵鐘鋳造土坑や奈良県巨勢寺１８）検出の梵鐘鋳造土坑と比較する

と，規模や出土遺物などから本遺構で梵鐘を鋳造した可能性が高い。既刊の『１６６集』１９）では廃棄土坑

と報告されているが，今回の調査で梵鐘鋳造土坑であると断定できる。

イ 鋳造遺跡の様相

近年，梵鐘の鋳造遺跡の検出例も多くなり，その様相も明らかになりつつある。現在，仏具生産の鋳

造土坑は，全国で５０数基２０）が報告されている（表６７）。

古代の鋳造遺跡では，７世紀末から８世紀初頭に操業した滋賀県木瓜原遺跡が現在確認されている中

で最古の遺跡である。鋳型の検出例としては奈良県田中廃寺があり，時期は７世紀後半とされている。

また，現存する最古の梵鐘は，京都府妙心寺と福岡県大宰府観世音寺のもので，７世紀後半には梵鐘の

製作技術が日本に確立したものと考えられ，８世紀以降，各地に鋳造遺跡が見られるようになる。

中世の遺跡としては，長野県寺平遺跡，福岡県鉾の浦遺跡，京都大学構内遺跡などで検出されており，

江戸時代の遺跡としては，宮ヶ瀬遺跡群が知られている。

ウ 梵鐘鋳造遺構の構造について（第８００～８０２図）

ここでは，他の遺跡の鋳造土坑と本跡の状況を比較し，本跡における遺構の特徴について述べる。

まず，梵鐘の鋳造状況については第８００図２１）を参考にされたい。内型と外型を設置する粘土魂を「底

型」と呼び，この粘土魂を載せるための台が「定盤」である。京都大学構内遺跡AP２２区で検出された

第２５７号土坑の底面からは，梵鐘鋳造のための円形の「底型」が検出されている。表面は酸化焼成され

て赤褐色を呈している。底型の構造には多少の違いが認められ，京都大学構内遺跡の土坑や兵庫県多可

寺跡遺跡２２）の例では，底形の中央部には詰まっているが，木瓜原遺跡の例では円形の空間となっている。
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また，寺原遺跡の例でも円形の空間が見られ，その部分には砂が詰まっており，この穴は空気抜きの穴

であったと考えられている。

この他，巨勢寺遺跡からは，底部に木板を４枚敷き並べた定盤が検出されている。また，岩手県白山

社遺跡２３）でも，定盤の板３枚が残って検出されている。さらに「定盤」の上に「内型」・「外型」が残存

していた例としては，多可寺跡遺跡，大分県豊後国分寺２４），福岡県鴻臚館跡などがある。

このように，低部に明確な痕跡を残している遺構もあり，京都大学構内遺跡AP２２区の土坑 SK２４５で

は底面に溝が平行に２条掘り込まれ，その両端に円形の掘り込みが認められた例もある。この溝や掘り

込みは，湯入れ時に溶湯やガスの圧力によって鋳型が動くのを防ぐためのもので，木材を定盤の下部と

最上の鋳型の上部に組んで，その両端に縄を掛け，縄を拠ることによって生まれる張力を利用して鋳型

を固定させる仕掛けである。この掛木を据える為の溝や掘り込みと考えられている。

特徴的な４つの事例を紹介する。一例目は京都大学構内遺跡AP２２区の土坑 SK２４５で，平行に掛けた

掛木に２本の短い棒や釘を用いて固定する「お神輿型」。二例目は兵庫県牧野・町西遺跡２５）の平行に掛

けた掛木に１本の短い棒を固定した痕跡のある「エの字型」。三例目は岐阜県野口廃寺２６）の十字に２本

の掛木を組んだ痕跡が確認されている「十字型」。四例目は，島名熊の山遺跡の幅広の溝を一方向に掘

り込んだ「一字型」である。このように定盤・底型が鋳造当時の様相を留めるものや，溝の形状が異な

るものなどが知られており，幅広の溝を一方向に掘り込んだ本遺構の「一字型」は他に例が無い。この

溝を使って鋳型をどのように固定したかは明らかにできないが，鋳造土坑に土砂を詰め込んで，湯入れ

時に鋳型がずれないようにしていた木瓜原遺跡の例などを考えれば，当遺跡でも同様に固定したと考え

られる。

第８００図 梵鐘の鋳造状況（「日本中世における銅鉄の金属生産とその流通に関する研究」より）
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第８０１図 梵鐘鋳造土坑�（「日本中世における銅鉄の金属生産とその流通に関する研究」より）

兵庫・多可寺跡
京都・京都大学構内遺跡 AP２２区 SK２５７

大分・豊後国分寺跡 奈良・巨勢寺

岩手・平泉白山社遺跡

奈良・巨勢寺

―９５３―



第８０２図 梵鐘鋳造土坑�（「日本中世における銅鉄の金属生産とその流通に関する研究」より）

表６７ 鋳造土坑遺跡一覧表
� 遺跡名 年代 所在地 出土遺物 検出遺構 参考文献

１ 真福寺遺跡 １３世紀後葉 大阪府南河内郡
美原町黒山

鍋鋳型・梵鐘
鋳型・溶解炉

鋳造土坑 大阪府教育委員会・大阪府文化財センター
「真福寺遺跡」１９９７年３月

２ 枚方田中家鋳物
工場跡

江戸時代 大阪府枚方市
枚方上之町

鍋釜黎梵鐘鋳
型

梵鐘鋳造土坑 枚方市教育委員会「田中家鋳物工場跡」『枚方市文化財調査報告』
３６ ２０００年

３ 徳大寺遺跡 古代 大阪府箕面市粟生間
谷東・茨木市宿久庄

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 廣瀬時習他 「徳大寺遺跡」『大阪府文化財調査研究センター調
査報告書』１９９９年６月

４ 京都大学教養部
構内ＡＰ２２区

９～１０世紀 京都市左京区吉田二
本松町

五十川伸矢・飛野博文「京都大学教養部構内ＡＰ２２区の発掘調
査」『京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和５７年度』１９８４年３月

梵鐘鋳型・鏡
鋳型・溶解炉

梵鐘鋳造土坑 五十川伸矢「鴨東白河の鋳造工房一京都大学構内の鋳造に関する遺
跡－」『京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和６０年度』１９８８年３月

５ 京都大学医学部
構内ＡＮ１８区

１３世紀前葉 京都市左京区吉田近
衛町

梵鐘鋳型 溶解炉 五十川伸矢・宮本一夫「京都大学医学部構内ＡＮ１８区の発掘調
査」『京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和６０年度』１９８８年３月

６ 広隆寺 ９世紀後半～
１０世紀初

京都市右京区
太秦蜂岡町

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 石尾政信「広隆寺跡」『京都府遺跡調査概報』第５冊２ １９７２年
７月

７ 丹波国分寺跡 ９世紀 亀岡市国分 梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 亀岡市教育委員会調査

８ 東大寺戒壇院東
地区

８世紀中葉 奈良市雑司町 大型鋳造土坑 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館『大和を掘る』（１９９０年発
掘調査速報展１１図録）１９９１年 ｐ．３５

９ 山田寺跡 鎌倉時代 奈良県桜井市山田 梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 奈良文化財研究所『大和山田寺跡』（『奈良文化財研究所学報』
６３）２００２年

１０ 田中廃寺跡 ７世紀後半 奈良県橿原市田中町 梵鐘龍頭鋳型 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館『大和を掘る』（１９９０年発
掘調査速報展１１図録）１９９１年 ｐ．２７

１１ 巨勢寺跡 ９～１０世紀 奈良県御所市
大字古瀬

鋳造土坑 奈良県教育委員会『巨勢寺』（『奈良県立橿原考古学研究所調査
報告』８７）２００４年２月 ｐｐ．３５－３６

１２ 飛鳥池遺跡 江戸時代 奈良県高市郡明日香
村大字飛鳥池

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 奈良国立文化財研究所調査

１３ 川原寺寺城北限 ７世紀末 奈良県高市郡
明日香村

鉄羽釜鋳型 鋳造土坑 奈良文化財研究所『川原寺寺城北限の調査』２００４年３月

兵庫・牧野・町西遺跡

京都・京都大学構内遺跡 AP２２区 SK２４５

島名熊の山遺跡・第６８１号土坑

岐阜・野口廃寺

―９５４―



� 遺跡名 年代 所在地 出土遺物 検出遺構 参考文献

１４ 天満１号墳 中世 和歌山県有田郡
吉備町藤並

梵鐘鋳造遺構 吉備町教育委員会調査

１５ 長尾遺跡 ９世紀 滋賀県大津市
滋賀里町長尾

梵鐘鋳型・溶
解炉

梵鐘鋳造土坑 林博道「梵鐘を鋳造した遺跡の調査」
『月刊文化財』１７６号 １９７８年

林博道「長尾遺跡の梵鐘鋳造跡」『古代研究』２７ １９８２

１６ 坂本八条遺跡 平安後期 滋賀県大津市
坂本本町

梵鐘鋳造遺跡 大津市教育委員会「滋賀里穴太地区遺跡群発掘調査報告書�」
１９８５年３月

１７ 木瓜原遺跡 ７世紀末～８
世紀

滋賀県草津市
野路町

梵鐘鋳造土坑 滋賀県教育委員会「木瓜原遺跡」１９９６年３月

１９ 辻遺跡 １８～１９世紀 滋賀県栗東市辻 梵鐘鋳型 溶解炉 栗東町出土文化財センター調査

２０ 多可寺跡 ８世紀末 兵庫県多可郡
中町鍛冶屋

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 神崎勝「多可寺跡出土の梵鐘鋳造遺構」『古代研究』２７ １９８２年

妙見山麓遺跡調査会『播磨産銅史の研究』１９８６年３月

２１ 白水遺跡 １１世紀前半 兵庫県神戸市西区
伊川谷町

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 神戸市教育委員会「白水遺跡第４次」１９９９年

２２ 西安田・長野遺
跡Ａ地点

中世後期 兵庫県多可郡中町西
安田・長野

梵鐘鋳造遺構 山仲進他「西安田遺跡」『兵庫県多可郡中町 西安田長野遺跡群
調査報告（�）』妙見山麓遺跡調査会調査会 ２０００年１０月

２３ 清水・タカアゼ
遺跡

１３～１４世紀 兵庫県多可那
加美町清水

梵鐘鋳造遺構 加美町教育委員会「清水・タカアゼ遺跡 実績報告書」１９８７年

２４ 鹿野宮ノ前遺跡 １５世紀または
１７世紀前半

兵庫県西脇市
鹿野町

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 西脇市教育委員会「鹿野宮ノ前遺跡・比延前田遺跡�」『西脇市
文化財調査報告書』１４ ２００４年

２５ 牧野・町西遺跡 １３世紀 兵庫県多可郡中町 鋳造土坑 多可郡中町教育委員会「牧野・町西遺跡�」 ２００５年

２６ 政所遺跡 平安後期 岡山市加茂 梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 岡山県古代吉備文化財センター「加茂政所遺跡・高松原古才遺跡・
立田遺跡」『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告』１３８ １９９９年３月

２７
田村廃寺跡 奈良時代 香川県丸亀市

田村町
梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 宮崎哲治「�．田村遺跡」『県道・河川関係埋蔵文化財発掘調査

概報平成１１年度』香川県教育委員会・香川県埋蔵文化財調査セ
ンター ２０００年

２８ 大浦遺跡 平安時代 徳島市名東町 梵鐘鋳型 密教法具鋳型 一山典・滝山雄一「大浦遺跡（徳島県）」『彿教藝術』１７４ １９８７
年

２９ 上喜来蛭子～中
佐古遺跡

１６世紀前半 徳島県阿波郡
市場町上喜来

鰐口鋳型 藤川智之「上喜来蛭子～中佐古遺跡」『徳島県埋蔵文化財セン
ター年報』vol・２ １９９０年度 １９９１年３月 ｐｐ．３１－３４

３０ 前田遺跡 江戸時代 徳島県板野郡
土成町土成字前田

梵鐘鋳型 徳島県埋蔵文化財センター『徳島県埋蔵文化財センター年報』
vol．４ １９９２年度 １９９３年７月

山本信夫・狭川真一「鉾ノ浦遺梵鐘鋳造遺構発掘調査速報」『古
代研究』２７ １９８４年

３１ 鉾ノ浦遺跡 １３世紀後半～
１４世紀前半

福岡県太宰府市
鉾ノ浦

各種鋳型 山本信夫・狭川真一「鉾ノ浦遺跡一筑前大大宰府鋳物師の解明
－」『仏教芸術』１７４号 １９８７年

太宰府市教育委員会『太宰府条坊跡』xv�（『太宰府市の文化財』
５３）２００１年３月

３２ 鴻膿館跡 室町時代
・１１世紀

福岡市中央区城内 梵鐘鋳造土坑 福岡市教育委員会「鴻臚館跡Ｉ」第２７０集 １９９１年

３３ 小路遺跡 １３世紀後半～
１４世紀前半

福岡県浮羽郡
浮羽町

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 福岡県教育委員会「流川地区遺跡群」『福岡県文化財調査報告書』
１７１ ２００２年

３４ 智恩寺跡 鎌倉時代 大分県豊後高田市
大字鼎

梵鐘鋳造遺構 大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館『国東六郷山本山本寺
智恩寺』１９９２年３月

３５ 豊後国分寺跡 奈良時代 梵鐘鋳造土坑 大分市教育委員会「豊後国分寺跡」『平成１０年確認調査概要報告
書』１９９９年３月

３６ 大山廃寺跡 １１世紀末 愛知県小牧市大山 梵鐘鋳造遺構 小牧市教育委員会「大山廃寺発掘調査概報」１９７９年

３７ 金屋遺跡 室町時代末 岐阜県恵那郡
坂下町本郷

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 坂下町教育委員会「金屋・星の宮遺跡」１９７５年

３８ 野口廃寺 古代 岐阜県各務原市 鋳造土坑 各務原市埋蔵文化財調査センター「野口廃寺Ａ地区の発掘調査
報告書」『各務原市文化財調査報告書』１３ １９９３年３月

３９ 寺平遺跡 南北朝～
室町時代

長野県上伊那郡
飯島町本郷

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 友野良一「寺平遺跡の梵鐘鋳造跡」『月刊文化財』１９４ １９７９年

飯島町教育委員会「寺平遺跡」１９８０年

４０ 篠尾廃寺跡 平安時代初頭 福井市篠尾町 龍頭鋳型 福井県教育委員会「篠尾廃寺調査概要」１９７２年

４１ 豊原寺跡 １４世紀後葉～
１５世紀前葉

福井県坂井郡
丸岡町豊原

鋳造遺跡 丸岡町教育委員会「豊原寺跡�」『華厳院跡第２次発掘調査概報』
１９８１年３月

４２ 一乗谷朝倉氏遺
跡第６４・６５次調査

１６世紀 福井市城戸ノ内町 梵鐘鋳型 福井県立朝倉氏遺跡資料館「特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡」１９８９
年３月 ｐ．２４

４３ 原山遺跡 江戸時代 新潟県糸魚川市
大野

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 新潟県教育委員会『新潟県埋蔵文化財調査報告書』第５０集 １９８８
年３月

４４
宮ケ瀬遺跡群北
原（�９）遺跡

１８世紀前半 神奈川県愛甲郡清川
村大字宮ケ瀬

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 市川正史 長谷川正「宮ケ瀬遺跡群�北原（Ｎｏ・９）遺跡（１）
内長福寺址」『神奈川県埋蔵文化財センター調査報告』２１ １９９３
年２月

神奈川県考古学会・神奈川教育委員会『第１５回神奈川県遺跡調
査・研究発表会 発表要旨』１９９１年

４５ 関鋳物跡遺跡 江戸時代 東京都国立市 梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 国立市教育委員会「東京都国立市関鋳物跡遺跡」『国立市文化財
調査報告』４３ ２０００年

―９５５―



エ 溶解炉（第８０３図）

一般的に，鋳造遺構の脇に溶解炉を設置して銅を溶かし，その湯を樋を通して鋳型の頂部（湯口）か

ら注ぎ込んで鋳込みすることは知られている。

当遺跡では溶解炉を据えたと思われる遺構は確認されなかったが，溶解炉の炉壁片や溶解炉羽口と思

われる炉壁片が出土していることから，溶解炉の存在が考えられる。当遺構出土の溶解炉羽口の外側に

は，赤紫色でアメ状の溶解物が付着しており，溶解炉の外側と内側の境目部分の炉壁と考えられる。溶

解炉羽口の残存部から羽口部の直径を推定すると，内径で約１６�を測ることができる。

これまでの全国における溶解炉の検出例は少なく，古代のものでは岡山県政所遺跡，中世では金井Ｂ

遺跡，京都大学構内遺跡，大宰府の鉾の裏遺跡が知られ，中世末では福岡県室町遺跡，江戸時代では宮

ヶ瀬遺跡等がある。金井Ｂ遺跡の溶解炉は，粘土を素材とし円筒状に形造られ「ル」・「こしき」・「上こ

しき」に分割され，防湿用の粘土を貼りこんだ上に炉を自立させて設置していたと考えられている。

第８０３図は，金井Ｂ遺跡・京大構内遺跡AP２２区出土の溶解炉の残片から復元したものである。この

復元された溶解炉を鳥取県倉吉市の民俗例と比較しても形態的に酷似しており，本遺跡の溶解炉壁片は，

中世における溶解炉の形態を示すものとして貴重な資料になるものと考えられる。

第８０３図 溶解炉集成図

� 遺跡名 年代 所在地 出土遺物 検出遺構 参考文献

４６ 下総国分寺跡 奈良時代 千葉県市川市 梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 千葉県埋蔵文化財センター２００４年度調査

４７ 金井遺跡Ｂ区 １３世紀 埼玉県坂戸市大字新
堀字金井

鍋鋳型・梵鐘
鋳型

梵鐘鋳造土坑 赤熊浩一「金井遺跡Ｂ区」『埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書』
第１４６集 １９９４年１０月

４８ 金平遺跡 １３世紀 埼玉県比企郡
嵐山町金平

梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 嵐山町遺跡調査会「金平遺跡�」 ２０００年

４９ 金谷遺跡 中世 茨城県桜川市
金谷

鍋鋳型・磬鋳
型

鋳造関連土坑 茨城県教育財団「金谷遺跡�」２２５集 ２００４年３月

５０ 島名熊の山遺跡 中世 茨城県つくば市
島名

梵 鐘 鋳 型・鰐
口・燈籠蓮華座

梵鐘鋳造土坑 茨城県教育財団「島名熊の山遺跡��」２８０集 ２００７年３月

５１ 川俣城跡 １９世紀 福島県伊達郡
川俣町

鍋鋳型・梵鐘
鋳型

溶解炉 川俣町教育委員会「川俣城跡の概要」１９９５年

５２ 白山社遺跡 １２世紀 岩手県平泉町 梵鐘鋳型 梵鐘鋳造土坑 八重樫忠郎「岩手県平泉町白山社遺跡検出梵鐘鋳造遺構につい
て」『鋳造遺跡研究会資料』６ １９９６年９月

八重樫忠郎「平泉・白山社遺跡の梵鐘鋳造遺構」 『季刊考古
学』６２ １９９８年

５３ 堤沢山遺跡 １２世紀 秋田県本荘市境沢山 梵鐘鋳型・磬
鋳型

鋳造土坑 秋田県埋蔵文化財センター２００４年度年報２２ ２００５年３月

（五十川伸矢「日本古代・中世の鋳造技術」『銅鉄の金属生産とその流通に関する研究』より引用 一部加筆）

埼玉・金井Ｂ遺跡（推定） 京都・京大構内 AP２２区 倉吉・民俗例
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オ 送風装置（第８０４図）

鞴（送風装置）は，古代から踏鞴があったと想定されている。京都大学構内遺跡のAP２２区では，鋳

造土坑 SK２５７・SK２４５の中間に SK２６５があり，その内部には，溶解炉の残片が廃棄され，底部には遺跡

地には見られない良質の白色粘土が貼られていた２７）。このことから，この粘土は踏鞴の底部の構築材と

想定されている。また，金井Ｂ遺跡からは長方形に浅く掘られた部分に白色粘土を貼り込んだ整地作業

面に粘土と礫で構築された鞴座が検出されている。

当遺跡では，踏鞴と見られる遺構は確認できないものの，長径１０～２０�ほどの白色粘土ブロックが第

６８１号土坑の覆土中から確認されており，京都大学構内遺跡や金井Ｂ遺跡の白色粘土の出土状況などか

ら考えると，本遺構の近くに白色粘土と礫などで構築された鞴座の存在を想定することができる。

カ 鋳造遺物について

第６８１号鋳造土坑から出土した鋳型及び溶解炉壁片は約６７�５�

である。明確に分類できる部位は，梵鐘の竜頭１点（１９６�１ｇ）・

撞座２点（２４�６ｇ）・乳１６点（約１１ｇ）鰐口１４点（２�２�），燈籠

蓮華座１０点（４�４�）であり，この他溶解炉羽口と思われる破片

が確認できる。次に鋳型片及び溶解炉について述べる（表６８）。

ａ 梵鐘（竜頭・撞座・乳・紐帯）（第８０５図）２８）

竜頭の鋳型片は，『第１６６集』で報告された第６８１号土坑出土

のＰ６（第１９７図）で，縦髪の部分がある。長さ５�７�ほどで５

本の溝を確認することができる。撞座の鋳型は，『第１６６集』で

報告された第６８１号土坑出土のＰ７（第１９７図）であり，竜頭として報告されているが円形の窪みや楕

円形の掘り込みなどから撞座の一部と考えられる。

乳の鋳型片は大小合わせて１６点（１１ｇ）が出土している。型の大きさは１�ほどの６角形状で，残

存する部分での乳径は約２�，最大で３�近くになるものと推測され，一段の円丘状を呈していると

考えられる。鋳型の表面は被熱で還元され，濃い灰色に変色して，硬くしまっている。

この他，紐帯の突帯と思われる溝を有した鋳型片２点（２５７ｇ）が出土しており，その形状から縦

位のもので，溝の間隔は約１�５�である。

第８０４図 梵鐘鋳造工房の復元図（「日本中世における銅鉄の金属生産とその流通に関する研究」より）

表６８ 鋳造遺物一覧表

鋳

型

片

梵
鐘

竜頭 １９６�１ｇ
撞座 ２４�６ｇ
乳 １１ｇ

鰐 口 ２�２�
蓮華座 約 ４�４�
その他 約 ３１�

溶解炉壁片 約 ２３�３�
やかもと 約 ４�
その他 約 ２�２�
合 計 約 ６７�５�
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ｂ 鰐口（第８０５図）２９）

鰐口と思われる鋳型片は，既報告分も含めて９点が出土しており，推定直径は１６�前後と考えられ

る。鋳型片は色調等の違いから，２個体以上の鰐口を鋳造したものと考えられる。鋳型からは銘文な

どは確認されず，型持の幅は１�５�で外区とは３本の突線で区画されている。鋳型の表面は全体的に

灰白色に変色し，硬くしまっている。

ｃ 燈籠の蓮華座

蓮弁文が施されている鋳型片は既報告分も含めて１０点が出土しており，８～９条からなる線状の浮

き彫りで蓮弁を表現している。蓮華座の直径は３３～３６�と推定され，鋳型片の中には平面をもつもの

が６点確認できることから，鋳型はレンガ状に積み上げて据え置かれたものと考えられる。前述した

ように一部にほぞ孔を有する鋳型片も確認されており，レンガ状に積み上げた鋳型を固定するための

ものと考えられる。鋳型片の表面は，下位が濃い灰色，上位にかけては灰白色に変色して硬くしまっ

ている。また鋳型片の表面には型離れをよくするための「くろみ」といわれる炭の粉が確認できる。

銅製の燈籠は，栃木県二荒山神社のものが有名であるが，今回の鋳型片と比較すると二荒山神社の

ものは蓮弁の外側の線が強く表現されているのに対して，当遺跡出土の鋳型はどれも同じ線の強さで

表現されており，違いが認められる。この違いからこれらの新旧関係を明らかにすることはできない

が，二荒山神社のものは１２９２年に三村六郎守季によって造られたことが銘文から分かる。この三村六

郎守季は茨城県つくば市で活躍した鋳物師と推定されており，詳細は次項で記述する。

ｄ やかもと

「やかもと」と呼ばれる赤褐色を呈する鋳型を焼くときに使用するレンガ６点（約４�）が確認さ

れている。

第８０５図 梵鐘・鰐口の部分名称図（「祈りの造形－中世霞ヶ浦の金工品－」霞ヶ浦郷土資料館より）
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ｅ 溶解炉壁片

炉壁片は約２３�出土しており，その胎土や形状から４つのグループに分類することができる。

� 内面に赤紫及び黒色でガラス状の溶解物と緑青が付着し，胎土に小礫を含み火熱で還元して暗灰

色を呈するもの。

� 内面の溶解物が赤紫から白色化して細かな気泡が現れ，緑青が付着している炉壁片で，胎土にす

さや小礫を含み，火熱で還元して暗灰色を呈するもの。

� 外側の酸化粘土層が剥離した状態の破片であり，胎土は細かな砂粒を含み，火熱で還元して灰色

を呈するもの。

� 表面が酸化により灰色に変色し，表面にひび割れが認められ，胎土はすさや小礫混じりの灰色粘

土を含むもの。

溶解炉の部位については，京都大学構内遺跡では「最上部は黄褐色を呈し，端部は外側に開いてい

る。胴部は灰褐色を呈し，表面がひび割れしているもの。その下部は，表面がガラス状に溶解し羽口

が取り付く。湯だまりは検出されなかった。」と報告され，宮瀬遺跡群では，「炉壁の胎土は各部位と

もほぼ同じで，径３～１０�の小礫を混じえて粗く，色調は橙茶褐色を呈する。」と報告されている。

また，五十川伸矢氏３０）からは，「下位はぐつぐつしたもの。中位は表面がざらざらしていて，ひび割

れしているもの。上位は赤く焼けただれているもの。」との概略的なご教示を受けている。

これらに準じて，�～�のグループを溶解炉の部位に当てはめてみると，最上部に該当する溶解炉

壁片は確認できなかった。胴部は，�が該当し，１２�５�が出土している。胴部下部は，�・�・�が

該当し�の下に�が，�の下に�が位置するものと考えられ，�は約５００ｇ，�は３�５�，�は約７�

が出土している。しかし，湯だまりに該当する溶解炉壁片は確認できなかった。

キ 鋳造遺構をもつ遺跡の形態

ここで，他の遺跡の鋳造遺構と比較し，当遺跡の性格について考えてみたい。村上伸二氏３１）は，中世

前半の東国における鋳造工房の形態を４つに分類している。

� 河内系鋳物師主導の継続して営まれた拠点的工房

金井遺跡Ｂ区（埼玉県坂戸市），二反田遺跡（埼玉県日高市），金谷遺跡（茨城県岩瀬町）

� 河内系鋳物師による短期間操業の出吹き工房

金平遺跡（埼玉県嵐山町），宿ヶ谷戸遺跡（埼玉県東松山市）

� 在地鋳物師による鉄製錬・鋳造・鍛冶と総合的継続操業された小規模工房

深沢遺跡（埼玉県嵐山町）

� 都市・鎌倉における工房の実態が不明な小規模工房

島名熊の山遺跡から検出された遺構は，梵鐘鋳造土坑１基のみであるが，梵鐘・鰐口・燈籠などの仏

具製作を目的とした鋳造施設である。またその規模や遺構数から，計画的・短期間のうちに操業した出

吹き工房であることが想像できる。前述した分類の中では，�のグループに近いと考えられ，大型鋳物

を鋳造できる技術をもった鋳物師と在地物師との協働も想定しておく必要がある。

鎌倉時代の関東地方においては，鎌倉の大仏鋳造に見られるように河内系鋳物師による幕府や北条氏，

そして有力御家人等による権力を背景にした操業の可能性が考えられる。しかし，本跡では，河内系と

特定できる鋳型が確認できなかったため，「短期間操業の出吹き工房」の可能性が高いと推測される。
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ク 茨城県内の鋳物師

茨城県内の鋳物師３２）について古記録や現存する鰐口３３），梵鐘３４）を集成し，さらに当遺跡の鋳物師につ

いても考えてみたい（表６９～７１）。

県内で現存する最古の梵鐘は，鎌倉時代前期に鋳造された極楽寺（現土浦市等覚寺蔵）の梵鐘で，建

永元年（１２０６），小田城主筑後入道尊念（八田知家）が寄進したものである。１３世紀後半を代表する梵

鐘には土浦市般若寺のものがあげられ，銘文には「大日本常州信太庄般若時建冶元年（１２７５）乙亥八月

廿七日己丑時正第二 大勸進源海 願以此功徳 普及於一切 我等與衆生 皆共成仏道 大工丹治久友

大工千門重延」と記されている。この梵鐘は，建冶元年（１２７５）８月の製作で，大工は鎌倉大仏の鋳

造に参加した丹治久友であり，丹治久友と併記される千門重延は地方鋳物師と考えられている。五十川

伸矢氏によると，「有力鋳物師といえども鋳物生産が定着していない所で，梵鐘のような大型鋳物の「出

吹き」を行なうには，要因や材料の手配などが非常に困難なため，地方の鋳物師とその配下の作業集団

の協力を得たと見るべきで，それ以外の場合は製品を搬送した。」３５）と推定している。

１３世紀末では，二荒山神社の大燈籠（１２９２）製作の三村六郎守季があげらる。守季の本貫地三村（現

つくば市）は，常陸守護小田氏の本拠地小田一帯に隣接した郷名であり，彼らは常陸守護所近傍に住む

鋳物師であったと推測されている。

鎌倉末期を代表する梵鐘には，常陸国久慈西郡戸崎村蓮光寺（現常陸大宮市）の梵鐘があり，延慶二

年（１３０９）製作で，大工は沙弥善性である。その銘は鋳物師大工と見えるので，在地鋳物師集団の長と

考えられる。この沙弥善性の作例は，他に２例が知られており，一つは正和丙辰（１３１６）常州鹿島郡宝

雲山安福禅寺の梵鐘である。二つ目の例は，応長元年（１３１１）下州印東庄八代郷船方薬師寺の梵鐘であ

り，「応長元年太歳辛亥十一月日」の銘文が残っている。現在この梵鐘は千葉県成田市の東勝寺に保管

されている。沙弥善性は，常陸国から下総国にかけて活動した大工で，本拠地は宍戸荘鳴井であり，現

在の八郷町東成井と考えられている。この鳴井は宍戸荘のはずれであり，当地を本拠地としていた宍戸

氏との関係が推定される。

また，奥州岩城郡石森忠教寺（現福島県いわき市）の梵鐘は，応安元年（１３６８）の製作であり，常州

久慈西郡横瀬（現常陸大宮市）大工円照の銘が記されている。

南北朝以降を代表する梵鐘には，常州路信太庄大和村県端龍山崇源禅寺（現つくば市）の梵鐘があり，

応安五年（１３７２）の製作である。銘文には，大神兼弘・守重の名が見え，常陸中郡荘の岩瀬町大神（現

桜川市）を本拠地とする鋳物師と見られている。戦国期では，永正十三年（１５１６）に鋳造された下総香

取郡勝福寺の鰐口があげられる。また，鋳物師である広沢定吉は，戦国末期に至るまで真壁氏の保護を

受け，真壁領内を中心に営業を展開していたといわれている。

その後近世に入ると，真壁には，常陸を代表する小田部氏［創業正保期（１６４４～１６４８）頃］が鋳物師と

して創業していたことが知られている。

表６９ 茨城県の鋳物師

鋳物師 本拠地 現在地 寺院名 鋳造物 時 期

１３世紀末 三村六郎守季 南野荘三村 つくば市三村 日光二荒山神社 銅製燈籠 １２９２

１４世紀初頭 沙弥善性 穴戸荘成井 八郷町東成井 蓮光寺 梵 鐘 １３０９

１４世紀中葉 円 照 久慈西郡横瀬 常陸大宮市 忠教寺 梵 鐘 １３６８

１４世紀後半 大神兼弘 常陸・中郡荘 岩瀬町 大神 崇源寺 梵 鐘 １３７２

１６世紀初頭 広沢定吉 真 壁 桜川市（元 真壁町） 勝福寺 鰐 口 １５１６

近 世 小田部氏 真 壁 桜川市（元 真壁町） － － －
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表７０ 茨城県の梵鐘一覧表

� 名称 制作年代 作者 寸法 寄進先 所在地 銘文 備考

１
等覚寺

（旧 極楽寺）

建永年間
（１２０６～
１２０７） 河内鋳物師系

総高：１３５�０�
身高：１００�０�
撞座中心高：

２５�７�
口径：７３�５� 不明 土浦市

陽鋳 「鋳顯極楽寺鐘 奉
大将軍・・・ 建永□□ 筑
後入道尊念」

筑後入道尊念
（八田知家）

２ 神竜寺 宝治元年 － － 不明 亡失 宝治元年丁丑十月十五日
土浦市神竜寺の古
鐘『古今鐘銘集』

３
（常陸国多珂郡）
荒川八幡宮 康元二年 大工丹治国光 － 不明 亡失 『新編常陸国誌』

４ 般若寺
建冶元年
（１２７５）

丹治久友
千門重延

総高：１００�０�
身高： －
撞座中心高： －
口径：約６０� 不明 土浦市

「大日本常州信太庄般若時
建冶元年（１２７５）乙亥八月廿
七日己丑時正第二 大勸進源
海 願以此功徳 普及於一切
我等與衆生 皆共成仏道
大工 丹治久友 大工 千門
重延」

５
常陸州中郡庄
長福禅寺 正応二年 梵鐘大工行正 － 不明 亡失 正応二年 『集古十集』

６
常陸国久慈西郡
戸崎村 蓮光寺 延慶二年

大工
沙弥善性 － 不明 亡失

延慶二年大歳己酉二月二十一
日

７
下州印東庄八代
郷船方 薬師寺 応長元年

大工
沙弥善性 － 不明

成田市
東勝寺 応長元年太歳辛亥十一月日

８
常州鹿島郡宝雲
山安福禅寺

正和丙辰
（五年）

大工
宍戸鳴井善性 － 不明 亡失 正和丙辰（五年）三月十四日

大檀那菩薩戒尼観
心 『集古十集』

９
下総国下幸島郡
辺田村聖徳寺 元応三年 － － 不明 亡失 元応三年辛酉二月廿三日 『随意集』

１０ 海雲山長勝寺
文治元年
（１１８５）

甲斐権守
卜部助光

総高：１１５�０�
身高：８４�８�
竜頭高：２４�５�
口径：６６�３� 不明 潮来市

大旦那北条高時
大施主下総国主
千葉五郎禅門道暁

１１ － （鎌倉末期） － － 不明 亡失
常陸国円融寺
旧鐘 『禅居集』

１２ 華蔵院 暦応二年
大工 円阿
小工 橘則正 －

常陸州檜沢吉祥山
浄国禅寺 那珂湊市 暦応二年九月廿五日

大檀那式部丞源義
長

１３ －
康永三年
（１３４４）

大工
神屋 行家 －

下総国相馬郡安楽
寺

千葉市立郷土
資料館 康永三年甲甲十一月一日 大檀那尼覚妙

１４ － 貞和六年 － －
（常陸国久慈東郡
西金砂山） 亡失 貞和六年庚寅正月十八日

大旦那源茂重
『古今鐘銘集』

１５ － 延文六年 － －

（常陸国
南野庄小田）
竜勝寺 亡失 延文六年丑歳

大檀那小田孝朝
『新編常陸国誌』

１６ － 応安元年
常州久慈西横瀬
大工 円照 －

奥州岩城郡
石森忠教寺 亡失 応安元戊申小春日 『友山録』

１７ － （南北朝後期） － －
常陸国久慈東
三和河内田谷寺 亡失 市河寛斎旧蔵拓本

１８ － 応安五年
大工 右兵衛尉
大神兼弘 －

常州路信太庄
大和村県端雄山
崇源禅寺 亡失 応安五年壬子四月五日

１９ －
当国中部住
左衛門尉守重 － 大蔵山福泉寺 亡失 『新編常陸国誌』

２０ － 永徳三年 － －
久慈郡利員村
鏡徳寺 亡失 『新編常陸国誌』

２１
下妻市
大宝八幡宮 嘉慶元年 大工 沙弥道善 －

武蔵州騎西県
渋江郷金重村
金鳳山平林禅寺 亡失

２２ －
応永乙亥
（二年）

大工大和守
卜部家光 －

（下総国結城郡）
覚城山華蔵寺 亡失 応永乙亥（二年）七月日

大檀那結城中務大
輔藤原沙弥聖朝他
『新編武蔵風土記』

２３ －
応永丁丑
（四年） － －

常州小鶴庄北□□
堂天王寺 亡失 応永丁丑（四年）八月十二日

玉造村天王宮のも
の『常陸国郡郷考』

２４ 玉里村・円妙寺 応永十年 － －

常州南郡
田余青木山
王堂円妙寺 亡失 応永十年癸未 １１月八日 檀那家長

２５ － 宝徳二年 － －
左都東郡
西岡田郷善養寺 亡失 『新編常陸国誌』

２６ － 長禄二年

大工下野国宇都
宮
住人大和七郎 －

常陸国那珂
西太古山清音寺 亡失 長禄二年戊寅六月吉日

源駿河守義堅
（大檀那か）
『大日本地名辞書』

２７ － 文明八年 － －

下総州下川辺庄
桜井郷六国山
東昌禅寺

五霞村
東昌寺 文明八年六月廿四日

大檀那梁田河内守
持助
鐘は鎌倉期のも
の，銘文は追刻
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（『中世常陸における「職人」の存在形態－鋳物師・鍛冶を中心として－』より引用，一部加筆）

表７１ 茨城県の鰐口一覧表

（『中世常陸における「職人」の存在形態－鋳物師・鍛冶を中心として－』より引用，一部加筆）

� 名称 制作年代 作者 寸法 寄進先 所在地 銘文 備考

２８ －
天文（七年）
（１５３７）

大工 石井静阿
弥 －

常州八溝山
（下の坊） 亡失

天文（七年）竜集戊戌冬十月
吉

大檀那源朝臣義篤
『白河古事考』

２９ －
永禄十季
（１５６７）

古島隼人丞助信
彫刻之 －

伊佐郡奥崎郷
下館村王叟山
定林禅寺

下館市
足林寺 永禄十季丁卯三月八日

大檀那水谷兵部大
輔藤原勝俊
鐘は鎌倉期のも
の，銘文は追刻

３０ － 元亀四年
大工根本三郎左
衛門 －

常州佐竹寄
神保黒沢村
下野宮近津山 亡失

大檀那佐竹次郎朝
臣義重井南鶴寿丸
『水府寺志料附録』

３１ － 天正十九年 － －
（鹿島郡）
神宮寺 － 『新編常陸国誌』

３２ 加茂宝幢院
永亨三年
（１４３１） －

総高：１５０�
身高： －
撞座中心高： －
口径：７７� 不明

玉造町
高須

玉造城主平憲幹が
寄進

３３ － 文禄二年 － －
（常陸国）
水戸城大手橋 －

３４ － 文禄四年 － －
下総国
古河隆岩寺 －

大檀那小笠原秀正
『古河誌』

３５ － 慶長元年 － －

常州新治郡
柿岡光明山
常林寺 － 『新編常陸国誌』

� 名称 制作年代 作者 寸法 寄進先 所在地 銘文 備考

１ 大宮神社
正嘉元年
（１２５７） －

直径：２７�７�
厚 ：１４�２� 不明 玉里村上玉里

陽鋳 正嘉元年 大丁才巳
（１２５７） 十二月八日敬白 撞座素文

２ 如意輪時
嘉暦三年
（１３２８） － － 不明 友部町西方

同銘素文の鰐口が
県立歴史館に保管

３ －
貞和五年
（１３４９）

鳴井鋳物師
（鳴井善性） 直径：１６�６� 不明 瓜連町古徳 貞和五年（１３４９）

瓜連町常福寺南西
１� 一括出土

４
獄南澤観音堂
（獄南山慈眼院）

貞和五年
（１３４９）

鳴井鋳物師
（鳴井善性）

直径：２９�０�
厚 ：１０�８� 不明 岩間町

「常州完戸庄泉郷岳南澤観音
堂之鰐口 （聖観音種子）
貞和五年己丑（１３４９）
別當僧祐尊」

５ 安楽寺
文和弐年
（１３５２）

大工 神屋
行家 直径：３１�５� 不明

龍ヶ崎市
川原代町

「総州相馬郡河原代安楽寺鰐
口也，天台竪者賢海法印住之
砌，文和弐年（１３５２）□巳六
月十九日，大勧進沙門栄金」

６ 上戸観音院
観応三年
（１３５２）

鳴井鋳物師
（鳴井善性）

直径：２９�０�
厚 ：９�０� 不明 牛堀町

「上福寺 願主内蔵国安 観
応三年（１３５２）五月十八日」

７ 羽黒権現
応永廿四年
（１３９７） － － 不明 北茨城市 羽黒権現跡出土

８ 大宮神社
応永十年癸未
（１４０３） －

直径：３３�０�
厚 ：７�３� 不明 霞ヶ浦安食

「常州國南野庄安餝郷大宮
応永十年癸未（１４０３）三月廿
八日浄超敬白」

９ リュウガイ遺跡
應永廿年
（１４１３） －

直径：２９�０�
厚 ：９�０� 不明 那珂町

陰刻 ・「鹿島大明神常州久
慈西門部郷 應永廿年（１４１３）
九月廿七日施主敬白」 ・「久
慈西門辺 八万宮 應永十八
年（１４１１）十二月旦那敬白」

１０ 大宮神社
享禄四年
（１５３１） － － 不明 玉造村加茂

「享禄四年（１５３１）辛卯夏吉
日」「大旦那平時勝」

『水府志料』に見
えるが現在亡失

１１ 天王宮
文明十三年
（１４８１） － － 不明 亡失

宍戸庄住吉村
文明十三年二月十五日

住吉住人太郎次郎
（願主か）
『新編常陸国誌』

１２
那珂西郡
粟宮原山

天文廿二年
（１５３３） － － 那珂西郡粟宮原山 亡失 天文廿二年七月

大山村薬師堂鰐口
『新編常陸国誌』

１３
奉懸依神開田村
金沢十二天

永禄六癸亥
（１５６３） － －

奉懸依神開田村
金沢十二天 亡失 永禄六癸亥九月吉日 『新編常陸国誌』

１４ 長林寺
永禄十一季
（１５６８） － － 不明 栃木県足利市

「常茘河内庄小茎郷東林寺鎮
守御宝前 奉寄進尾茘住僧
干泛永禄十一季（１５６８）戊辰
二月吉日」

現在の牛久市新地
町東林寺

１５
（依上保）
上沢村八龍神

元亀二年
（１５７１） － －

（依上保）
上沢村八龍神 亡失 『水府志料』

１６ －
天正弐年
（１５７４） 大工 烏山将監 － 不明 不詳

天正弐年甲戌霜月吉日
常州信太庄□□船子

大檀那祐義法印
烏山は信太庄内

１７ －
天正七年
（１５７９） － －

下総国相馬郡
府河郷十一面観音 － 天正七年己卯今月吉日

大旦那平貞継・継
信

１８ 常蓮寺
天正十二年
（１５８４） － －

（那珂東郡戸村）
常蓮寺 亡失 天正十二年甲六月十六日

寄進
瀧田伊賀守道興
『水府志料』
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ケ 妙徳寺

鋳造遺構の検出された第９区は，小字名が前道場と呼ばれている地区で，鋳造遺構の第６８１号土坑か

ら西へ１００ｍの所には妙徳寺が位置している。『谷田部の歴史』３６）によると，妙徳寺（吉祥山文殊院）は，

永仁五年（１２９７）に一遍上人の弟子・一阿了向が道場として開基したもので，時宗に属している。現在

の本堂は文永二年（１８６２），庫裡（こうち）は文政十二年（１８２９）に建立されたもので，山門は鐘楼と

なっており，「寛延二年（１７４９）己巳秋九月吉日鋳造」の梵鐘があったことが伝えられている。

この梵鐘の鋳造年は江戸時代であり，この時期の梵鐘の特徴は，飾りが多くて銘文が長い点があげら

れる。しかし，出土した鋳型の特徴は，文様や銘文に当たる部位は確認されておらず，同じく出土して

いる燈籠の蓮華座や鰐口の形状からも近世ではなく，中世に鋳造されたものと考えられる。したがって，

当遺跡出土の鋳造関係遺物と妙徳寺の梵鐘などとの直接的な関連は認められない。

コ 妙徳寺建立期の田中荘（島名郷）

永仁五年（１２９７年）に妙徳寺が建立されているが，この当時の社会の情勢について考えてみたい３７・３８）。

島名熊の山遺跡は，古代には河内郡島名郷の拠点集落であったが，中世に入って，当島名郷も田中荘

に組み込まれる。『吾妻鏡』の文治四年（１１８８）三月には「常陸国村田・田中・下村等庄事」との記載

が見られ，八条院領荘園として立荘された。田中荘はつくば市から旧谷和原村にかけた地域と比定され

ており，この地域は常陸平氏の大掾直幹を中心に開発が行なわれ，その子下妻広幹が荘園の下司職を掌

握した地域である。

建久四年（１１９３）６月，大掾義幹は殺害され，１２月には下妻広幹が殺害された。その後田中荘は，八

田知家が知行し，１３世紀はじめには嫡子知重が家督を譲り受け，その後九郎知氏が田中氏の祖となって

いる。弘安八年（１２８５）の霜月騒動では，御家人安達泰盛方についた田中筑後五郎左衛門尉，田中筑後

四郎が自殺して，田中荘は没収され，地頭職は北条氏となり，後に北条得宗領となった。

ほぼ同じ頃，当遺跡から南に１�に位置する，島名前野東遺跡には１町四方の堀に囲まれた方形居館

が出現する。この居館内に居住した在地有力者については不明であるが，１３世紀末の当遺跡の所在する

島名地区一帯を治めたものと考えられる。

建武の新政以降，田中荘は小田氏の支配下となり，室町時代になると，小田氏支配下の平井手氏が面

野井城を構えて島名・面野井を治めたといわれている。

サ 島名熊の山遺跡の鋳物師

島名熊の山遺跡の鋳物師については，燈籠の鋳型片からはつくば市三村に本貫地を置いたとされる三

村六郎守季の存在が浮かんでくる。出土鋳型片と，三村六郎守季製作の日光市二荒山神社の銅製燈籠を

比較すると，二荒山神社のものは蓮弁の外側の線が強く表現されているのに対して，本跡出土の鋳型片

はどれも同じ線の強さで表現されている。作風の違いがあり，三村六郎守季の関わりについては不明で

あり，またこの違いは製作時期と見ることができる。これらの鋳型片は，蓮弁を線状の浮き彫りで表現

しているところに特徴がある。千葉隆司氏は，同様の特徴は，石岡市東成井（旧八郷町）の，広福院阿

弥陀如来坐像（鉄仏）に見られると報告している３９）。石岡市東成井は穴戸荘鳴井にあたり，この地を本

拠地にしていた沙弥善性の製作したものと想定されるが，特定するまでには至っていない。いずれにし

ても，本跡で鋳造した鋳物師集団は，県内に拠点を置く鋳物師の可能性が高いと考えることができる。
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この他の，梵鐘の竜頭や撞座，鰐口の鋳型片からは，鋳物師を特定できるような特徴的な鋳型片は確

認されていない。

次に，鋳造された梵鐘や鰐口，燈籠の納入先についてであるが，まず最も近い場所に位置する妙徳寺

に納められたと想定できるが，前述したように時期差もありそれらを明確にすることはできなかった。

納入先については，東を流れる東谷田川を利用して東谷田川流域の神社や寺に運ばれた可能性を考えて

おきたい。

最後に，当梵鐘鋳造遺構が機能した時期については，妙徳寺創建の時期と，鋳物師三村六郎守季や沙

弥善性の活躍した１３世紀末から１４世紀初頭と一致する事や，島名前野東遺跡において北条得宗家の存在

が想定できることなどから，１３世紀末から１４世紀初頭にかけて，当梵鐘鋳造遺構が機能したと推定でき

る。また，今回の調査報告では妙徳寺の南側第１６区の様相も明らかとなっている。妙徳寺正面からは，

直線的に延びる１６世紀前半の参道が確認され，墓坑やその他の遺構がこの時期急増していることから，

この時期に妙徳寺が最も繁栄した時期と考えられる。この当時島名は小田氏に支配されており，小田氏

の権力を背景にした鋳物操業の可能性も考えられる。以上，梵鐘等が鋳造された時期については２期が

想定されるがいずれにしても鋳造時期を特定するまでには至っていない。

今回，梵鐘鋳造遺構の検出に伴ない，鋳型片や鋳物師の集成からその時期や鋳物師の特定について，

考察を試みたが，いずれも明確に特定することはできなかった。今後とも引き続いてこの梵鐘鋳造遺構

の検討を重ねていきたいと考えている。今後，当遺跡周辺の発掘調査の進展によって，鋳物師の解明や

地域社会における宗教の広がりが解明されることを期待したい。

� 第１６区における中・近世出土遺物の様相（第８０６・８０７図）

当区では，古墳時代から平安時代までの集落跡のほか方形竪穴遺構，地下式壙，井戸跡，土坑など中・

近世の遺構が多数確認されており，土師質土器や陶器が出土している。特にそれらは，堀跡や溝跡からま

とまって出土しており，当区の中世後半から近世初頭にかけての出土遺物の様相を知り得る資料となって

いる。そこで，堀跡や溝跡，道路跡から出土した土師質土器や陶器の中の残存率の良いものを取り上げ，

土師質土器の小皿（口径が１０�以下のもの）を中心に，土師質土器の皿，内耳鍋，甕，擂鉢（以下小皿，

皿，内耳鍋，甕，擂鉢とそれぞれ表記する。）の特徴について以下にまとめてみたい。時期については，

出土遺物や遺構の重複から４時期の分類が可能である。

ちなみに小皿や皿は，いずれもロクロ成形で底部が回転糸切りのものであり，手づくね成形のものは確

認されていない。なお，各時期の年代観は共伴する陶器を基準にしており，『瀬戸市史陶磁史篇四』で示

された編年を参考に１世紀を２時期区分し，第Ａ期を１５世紀後半，第Ｂ期を１６世紀前半，第Ｃ期を１６世紀

後半，第Ｄ期を１７世紀前半としている。

第Ａ期

第９６号堀跡，第１７６号溝跡出土の小皿２点と皿１点，陶器１点が該当する。小皿は口径５�５�，器高１�６

�のもの（１），口径７�９�，器高２�３�のもの（２），皿は口径１２�０�，器高３�１�のもの（３）があり，

いずれも口径に比して底径が大きく，２分の１以上である。２・３は底部がわずかに突出し，体部との境

が認められる。体部は外傾して立ち上がり，口縁部でわずかに内彎している。また口縁端部までナデが施

され，薄くなる。体部外面にはロクロナデによる稜もわずかに認められる。寸法は異なるが，器形は類似
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して扁平化している。内耳鍋については，いずれも細片のため器形など不明である。共伴する陶器は１５世

紀中葉から後葉に比定される古瀬戸産の直縁大皿（４）である。

第Ｂ期

第９５号堀跡，第１５５号溝跡，第１６号道路跡出土の小皿３点，内耳鍋２点，甕２点，陶器２点が該当する。

小皿は口径が６�前後のもの（５），７～８�のもの（６），９～１０�のもの（７）と１点ずつではあるが

大中小に分類できる。底径はいずれもＡ期より小さくなり，口径に比して底径は２分の１以下になる。ま

た底部の突出が認められ，体部との境はＡ期よりも明瞭となる。体部は大きく外傾して立ち上がり，口縁

部でわずかに内彎し，口縁端部までロクロナデが施され薄くなる。５・７は丁寧なロクロ成形であり，体

部外面はなめらかであるが，硬質である。６は強いロクロナデによって体部に稜ができ，わずかに凹凸が

認められ，これらはＣ期に近い様相を示している。内耳鍋は口径３５�，器高１５�ほどの寸法であり，口径

に比して器高は５分の２から２分の１と高く，土鍋形が主体である。いずれも体部は内彎気味に立ち上が

り，口縁部でほぼ直立している。また口縁端部が幅広のもの（８）と幅広で内側につまみ出されるもの（９）

が見られる。耳は体部上位につき，体部内面はナデによって口縁部と体部の境に稜が認められる。甕は口

径２４�ほどで，口縁部から頸部，胴部へと弧状に径が大きくなり，常滑産の甕を意識した器形と想定され，

胴部上位が最大径となる。口縁端部が内側につまみ出されるもの（１０）と，外側につまみ出されるもの（１１）

も見られる。共伴する陶器は１３世紀後半から１４世紀に比定される常滑産の甕（１２）や廃絶後に廃棄された

と考えられる１６世紀後葉に比定される長石釉が施された瀬戸・美濃系丸皿（１３）である。

第Ｃ期

第９２～９４・９７～９９・１０３号堀跡，第１５１号溝跡出土の小皿１８点，内耳鍋３点，甕４点，擂鉢２点，陶器５

点が該当する。小皿はＢ期に続いて，大中小に分類できる。中形の小皿は口径７�前後とＢ期よりも小さ

くなり，口径に比して底径はほぼ２分の１になる。大形の小皿は多く見られるようになり，口径に比して

底径はほとんどが２分の１以下となる。また底部が突出し，体部との境がＢ期より明瞭になる。強いロク

ロナデにより体部と口縁部に稜ができ，凹凸はＢ期よりもはっきりとしてくるものが多く見られるように

なる。また体部が外傾して立ち上がり，口縁部でわずかに内彎しているもの（１４～１６）や直立気味に外反

しているもの（１７～１９），口縁部で外反しているもの（２０～２７）や大きく外反しているもの（２８），外傾し

て直線的に立ち上がっているもの（２９～３１）とに分けられ，口縁端部が肥厚するもの（２８・３０・３１）も見

られる。１４～１６はＢ期の様相に類似しており，当期の中でもＢ期に近い時期のものと考えられる。内耳鍋

は口径３２�，器高９�ほどの寸法で，Ｂ期よりも器高は低くなり，焙烙形になる傾向が認められる。３２は

口径に比して器高が３分の１と低く，体部は大きく外傾して直線的に立ち上がっている。口縁端部は幅広

で内側と外側へつまみ出され，耳は体部上位についている。３３・３４は口径に比して器高が３分の１以下と

さらに低くなっている。体部は外傾して直線的に立ち上がり，口縁端部は平坦面をもちシャープである。

耳は体部上位についている。体部中位で器壁が薄くなり口縁端部に向かって徐々に厚くなる。甕は口径が

１６～２９�ほどで，口径より頸部の径が小さくなる器形で，口縁端部が外側にシャープにつまみ出されてい

るもの（３５）とＢ期とほぼ同じ器形であり，口縁端部が内側につまみ出されているもの（３６），外側につ

まみ出されているもの（３７・３８）が見られる。擂鉢は口径２９�，器高１２�，底径１４�ほどの寸法であり，

体部が外傾して直線的に立ち上がって口縁部で肥厚するもの（３９）と肥厚しないもの（４０）が見られる。
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0 10cm

第８０６図 土師質土器（小皿・皿）の変遷
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0 20cm

第８０７図 土師質土器（内耳鍋・甕・擂鉢），陶器の変遷
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いずれも内面に５条１単位の擂り目が認められる。共伴する陶器は１６世紀後葉に比定される瀬戸・美濃系

天目茶碗（４１・４２），鉄釉が施された瀬戸・美濃系丸皿（４３・４４），長石釉が施された瀬戸・美濃系丸皿（４５）

である。

第Ｄ期

第１００・１０１号堀跡，第１５０・１５２・１６１・１６３・１６６号溝跡出土の小皿１７点，内耳鍋６点，甕１点，擂鉢１

点，陶器３点が該当する。小皿は前期と同様に大中小に分類できる。Ｃ期に比べると全体的に小形化する

傾向にあり，口径が６�前後のもの（４６～５０）が多く見られるようになる。口径に比して底径が大きく２

分の１以上で，底部の突出は認められず，体部は外傾して直線的に立ち上がっている。また器壁は薄く硬

質である。中には口縁端部が肥厚するもの（４６）も見られる。これらはＣ期までに見られなかった新しい

タイプのものである。中・大形の小皿では強いロクロナデによって体部に稜が認められるもの（５１～６２）

や口縁端部が肥厚するもの（５４・５９・６０）が見られ，前期の様相を継承していることからＣ期に近い時期

と考えられる。また中形小皿の中には，底部が厚手になるもの（５５～５８）も見られるようになる。内耳鍋

は口径が２０～３５�，器高が４�５～１０�と寸法に幅があるが，器高はＣ期よりも低くなる傾向にあり，焙烙

形が主体になる。６３・６４は口径に比して器高が３分の１以上であり，器形や調整はＢ期の様相を示してい

る。６５・６６の器形や調整はＣ期の様相を示しており，当期の中でもＣ期に近い時期のものと考えられる。

６７は直立気味に内彎して立ち上がり，口縁端部は幅広になる。耳は体部の上位からやや下につくようにな

り，当期の特徴となる。６８は口径２０�，器高４�ほどの規模で，かなり小形化している。甕（６９）は口径

が２４�ほどで，器形はＢ期とほぼ同じである。また口縁端部が外側・内側につまみ出され，断面三角形を

呈している。擂鉢（７０）は口径が２３�，器高８�，底径１４�ほどの寸法で，Ｃ期より小形で扁平化してい

る。体部は外傾して立ち上がり，口辺部でさらに外傾している。口縁端部は内側につまみ出され，内面に

は３条１単位の擂り目が認められる。共伴する陶器は１６世紀中葉の瀬戸・美濃系の灰釉端反皿（７１），１７

世紀前半の瀬戸・美濃系天目茶碗（７２），志野系の鉄絵皿（７３）である。

以上のことから小皿を大中小に分けて考えると，小形小皿は，器壁が厚く，体部が内彎して立ち上がる

ものから，器壁が薄く，体部が外傾して直線的に立ち上がり硬質なものへと変化し，中・大形の小皿は，

底径比が大きく扁平形で，体部が外傾して立ち上がって口縁部で内彎するものから，底径比は小さく，体

部が外傾して立ち上がって口縁部で直立気味に外反し，さらに大きく外反するものへと変化することが想

定される。また，中・大形小皿の調整では，Ａ期からＣ期にかけて底部の突出が認められて体部との境が

明瞭になり，Ｂ期からＣ期にかけて強いロクロナデによる体部の凹凸がはっきりし，Ｃ期からＤ期にかけ

て口縁端部が肥厚してくる傾向が認められる。内耳鍋は大形で器高の高い土鍋形から小形で器高の低い焙

烙形へと変化し，耳の位置は体部上位からやや下がっていく傾向が認められたが，甕や擂鉢は出土数が少

ないため明確な傾向はつかめなかった。今回は限られた遺物の中から変遷する様相を見たが，先述したこ

とは当区における傾向把握であり，今後も調査成果をもとに比較検討を図っていく予定である。
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� 第１６区における中・近世遺構の様相

ア 遺構の分析

第１６区の中・近世の遺構は，掘立柱建物跡，方形竪穴遺構，地下式壙，堀跡，溝跡，道路跡，井戸跡，

土坑などが多数確認されている。当調査区は，永仁五年（１２９７年）の開山が伝えられる妙徳寺の南方７０

ｍに位置している。調査前の土地利用図によると，妙徳寺からの参道が台地の西側縁辺部に沿って延び

ており，調査区中央を南北に縦断している。検出された堀跡や溝跡の一部はこれと重複し，古い段階の

参道に伴うものと考えられ，周辺に展開するその他の遺構群とともに，中世後半から近世初頭にかけて

の土地利用の状況を知り得る好資料となっている。ここでは，これらの遺構の様相を概観し，さらに，

調査区域内における中・近世の景観復元を試みたい。以下，遺跡景観の基軸となる堀跡・溝跡・道路跡，

それらに付随する掘立柱建物跡・方形竪穴遺構・地下式壙・井戸跡などの遺構，土坑群の順で述べる。

堀跡・溝跡・道路跡（第８０８図）

前項の出土遺物の検討から，以下のような変遷を追うことができる。

１５世紀後半の第９６号堀跡は，調査区北部に位置している。平面Ｌ字状で，断面薬研状を呈し，南北の

主軸方向はＮ－６°－Ｅで，規模の最大値は上幅３２４�，下幅３６�，深さ１７６�である。覆土上層にはロー

ム層や常総粘土層の大粒のブロックが多量に含まれ，北・東側から人為的に埋め戻されている。こうし

た堆積状況から，掘削時の廃土で構築された土塁の存在が想定され，土塁は堀の内側肩部に設けられて

いたと考えられる。また，覆土の最下層にはグライ化した粘土層が堆積しており，機能時には常時滞水

した状態であったことを示している。出土遺物は，土師質土器（小皿・内耳鍋・擂鉢）のほか，陶器（古

瀬戸直縁大皿，常滑系甕），石器（砥石・石臼）などがある。その他，調査区南西端に第１７６号溝跡があ

り，覆土中層から坩堝に転用された土師質土器小皿や鞴羽口，多量の鉄滓（５�５４�以上）が出土してい

る。鉄滓は大形の椀形滓が大半を占め，至近に精錬鍛冶に関連する工房が存在した可能性がある。

１６世紀前半は，調査区中央の台地縁辺部に第９５号堀跡，第１５５号溝跡がＮ－１８°－Ｅの方向で平行して

おり，ほぼ直線的に延びている。第９５号堀跡は断面逆台形で，上幅２５４�，下幅６０�，深さ８６�，第１５５

号溝跡は断面Ｕ字状で，上幅１２０�，下幅６８�，深さ５６�である。妙徳寺の参道と重複した位置にある

ことから，古い段階の参道の道路側溝に相当すると考えられ，復元される路面幅は９～１２ｍである。両

跡は調査区南部の斜面部上段で止まり，延長線上のやや標高が下がった位置から，第１６～１８号道路跡が

東側へ延びている。出土遺物は，土師質土器（小皿，内耳鍋）が多く，陶器（瀬戸・美濃系碗・皿・大

皿，志野系皿，常滑系甕）や石器（石臼，茶臼，砥石）なども少量見られる。

１６世紀後半は，調査区域一帯に堀が巡らされている。調査区中央には第９３号堀跡があり，その南端か

ら南へ第９４号堀跡，東へ第１０２号堀跡，西へ第１０３号堀跡が延びている。第９３・１０３号堀跡の接点や第９４

第Ａ期 第Ｂ期 第Ｃ期 第Ｄ期

（１５世紀後半） （１６世紀前半） （１６世紀後半） （１７世紀前半）

第９６号堀跡 � 第９５号堀跡 � 第９２～９４・９９・１０２・１０３号堀跡� 第１０１号堀跡

第９７号堀跡 � 第９８号堀跡 � 第１００号堀跡

第１７６号溝跡� 第１５５号溝跡� 第１５１号溝跡 � 第１５０・１５２・１５８・１６０

１６１・１６３・１６４・１６６号溝跡

第１６～１８号道路跡 � � 第１５２号溝跡�第１５号道路跡
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第８０８図 第１６区中・近世遺構配置図（堀跡・溝跡・道路跡）

第８０９図 第１６区中・近世遺構配置図（掘立柱建物跡・方形竪穴遺構・地下式壙）
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第８１０図 第１６区中・近世遺構配置図（井戸跡）

第８１１図 第１６区中・近世遺構配置図（土坑）
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号堀跡の南側は土橋状に地山が掘り残されていることから，参道の位置は前代から踏襲されていると考

えられ，第９３・９４号堀跡は，その道路側溝として機能していたと考えられる。その他，調査区東辺部に

第９２号堀跡，北西部に第９７～９９号堀跡が新たに開削されている。規模は，第９２号堀跡が断面逆台形状を

呈し，上幅５４０�，下幅９２�，深さ２２３�，第９３・９９・１０３号堀跡が断面薬研状で，上幅２５０～４２５�，下

幅４０～７８�，深さ１６３～１８３�，第９７・９８・１０２号堀跡が断面Ｕ字状で，上幅１８６～２１４�，下幅５０～８０�，

深さ７４～８８�である。これらの堀は，前代に比べて規模も大きく，直線的であり，区画としての機能が

強化されている。堀浚いの痕跡も認められ，定期的に維持管理されていた状況が看取される。また，第

９７号溝の覆土中位には人為的に踏み固められた平坦面が存在し，ある程度埋没した段階で道路としても

利用されている。主な遺物としては，第９９号堀跡から瀬戸・美濃系鉄釉丸皿が２点重なった状態で，第

１０２号堀跡からは馬骨一体分がそれぞれ出土しており，堀の廃絶に伴い何らかの儀礼的な行為があった

可能性がある。また各堀跡からは，土師質土器（小皿・内耳鍋・擂鉢），陶器（瀬戸・美濃系天目茶碗・

碗・皿・瓶類・擂鉢・香炉，志野系皿，常滑系甕），磁器（龍泉系青磁皿）などが多量に出土しており，

種類や器種も豊富である。その他，石器（石臼・茶臼・砥石），石塔（五輪塔・宝篋印塔），鉄製品（鏃），

古銭（元符通寶・永楽通寶）が出土している。

１７世紀前半は，調査区中央に第１０１号堀跡と第１５４号溝跡，北部西寄りに第１５８号溝跡，北西部に第１００

号堀跡と第１５８・１６０・１６１号溝跡が位置し，東部には，第１５０・１５２号溝跡が７～９ｍの間隔で平行して

いる。第１００・１０１号堀跡は東西方向で，断面形は薬研状である。規模は，第１００号堀跡が上幅３７０�，下

幅６０�，深さ１６８�，第１０１号堀跡が上幅２５６�，下幅４８�，深さ１０４�である。第１００号堀跡は，覆土中

位に人為的に踏み固められた平坦面が認められ，道路としても機能している。両跡からの出土遺物は他

の溝跡より古い様相を示しており，土師質土器（小皿・内耳鍋・擂鉢・火鉢），陶器（瀬戸・美濃系天

目茶碗・碗・瓶類・香炉），磁器（龍泉系青磁輪花皿），石器（石臼・砥石）などが数多く出土している。

溝跡は，上幅１１０～１９０�，下幅４０～６０�，深さ３０～８０�で，断面はＵ字状を呈している。多くが前代の

堀による区画を踏襲するように掘削されているが，規模はかなり縮小化しており，道路側溝や排水溝と

しての機能に重点が移った感がある。溝跡からの出土遺物は土師質土器（小皿・内耳鍋），陶器（志野

系皿，常滑系甕・擂鉢），石器（石臼・砥石）であるが，出土量は少ない。

掘立柱建物跡・方形竪穴遺構・地下式壙・井戸跡（第８０９・８１０図）

掘立柱建物跡は５棟が該当し，調査区東部の台地縁辺部に１棟，西側の斜面部に４棟を確認している。

堀や溝で区画されたブロックごとに単一棟で存在している。特に斜面部の建物跡は，近接する堀・溝跡

と桁行方向が平行または直交するように配置されている。構造は，桁行４間の側柱建物が２棟，桁行２

間以下の小規模な建物が３棟で，前者は倉庫，後者は簡易な小屋や小堂としての機能が想定される。時

期は，関連する堀・溝跡の年代観や重複関係から，１７世紀前半と考えられる。また，掘立柱建物を伴う

遺構として，第２０号不明遺構がある。第２０号不明遺構は，調査区南端の斜面部中段に位置している。斜

面部は段切りされ，桁行３間，梁行２間の側柱建物を構築し，建物の背面には排水溝を設けている。五

輪塔，宝篋印塔，石幢などの石塔類の部材が多数出土しており，供養堂などの草堂と推定される。時期

は，石塔類の形状から１６世紀前半と考えられる。

方形竪穴遺構は８基が該当し，台地上から縁辺部にかけて散在している。構造は，２～３か所の柱穴

を持つものが５基，柱穴が確認されないものが３基である。いずれも床の硬化が弱いため，居住以外の
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目的で使用されたと考えられる。主な遺物としては，第７３号方形竪穴遺構の鉄鏃，第７９号方形竪穴遺構

の瀬戸・美濃系陶器灰釉平碗，貝類（アカニシ），第８０号方形竪穴遺構の五輪塔水輪・宝篋印塔基礎部

などが出土しているが，いずれも原位置は保っておらず，遺構の廃絶後に廃棄されたものと考えられる。

第７４号方形竪穴遺構から１５世紀後半，第７５・７８・７９号方形竪穴遺構から１６世紀前半の土師質土器小皿や

内耳鍋などが出土しており，検出遺構の中では古い様相を示している。

地下式壙は１７基確認されており，このうち１５基は調査区中央の堀・溝跡の西側に位置している。主軸

方向は溝・堀跡と平行あるいは直交しており，堀・溝跡を意識した配置がとられている。分布状況は主

軸方向を同じくして並列するものや重複した位置で作り替えが行われているものが見られるほか，土坑

群を取り囲むように２～５基からなるまとまりを形成しており，一定の区域内で継続して構築された状

況を示している。第５１号地下式壙から瀬戸・美濃系陶器灰釉端反皿片，第５７号地下式壙から土師質土器

小皿，擂鉢，第５２号地下式壙から土師質土器小皿など，１５世紀後半から１７世紀前半の遺物が出土してい

るが，いずれも天井部の崩落後に混入したものであり，時期は明確でない。重複関係から第５３・５９号方

形竪穴遺構が１６世紀前半よりも古く位置付けられる。

井戸跡は５６基が該当し，掘り方の形状から�～�類に分類される。�類は，円筒状の井戸跡で，台地

縁辺部と斜面部中段から下段に分布している。重複関係は堀・溝跡や他の類型の井戸に掘り込まれてい

る例が多く，古い様相を示している。�類は，漏斗状の井戸跡で，台地上，台地縁辺部，斜面部中段か

ら下段に分布が見られる。１５世紀後半から１７世紀前半の遺物が出土していることから，当期における一

般的な形状であったと考えられる。�類は，二段掘りまたは漏斗状で，井戸枠を埋設した版築状の埋土

が見られる。台地縁辺部及び斜面部中段に並ぶように配置されており，井戸の掘削位置は区画等による

規制が働いていた可能性がある。出土遺物の時期は，１６世紀後半代が多い傾向にあり，各類型の中では

新しい様相を示している。以上，重複関係や出土遺物から�類から�類への変遷が想定される。

土坑群（第８１１図）

土坑は，性格不明なものを除く２２７基が該当し，

廃棄土坑，粘土貼り土坑，火葬土坑，墓坑，墓坑や

柱穴の可能性がある土坑を確認している。ここでは，

墓坑９基，粘土貼り土坑４基，墓坑の可能性がある

土坑１７５基の計１８８基の土坑について分析を行い，土

坑群の性格を再検討したい。分析にあたっては，形

状から�～�類に大別し，�・�類は大きさからそ

れぞれａ・ｂ小類に細分した。

�ａ類は，長軸と短軸の比が１�７６以上の細長い長

方形で，長軸の長さが２ｍ以上の大形の土坑で，５３

基が該当する。北東部の最高所にあたる標高２３�０ｍ

付近と標高２２�０ｍの台地縁辺部付近，中央の堀・溝

跡の西側に密な分布域があり，斜面部中段にも散在

している。主軸方向は，南北方向（Ｎ－３０°－Ｗ～

Ｎ－３０°－Ｅ）が５１％，東西方向（Ｎ－６０°～９０°－

土坑の規模と形状
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Ｗ，Ｎ－６０°～９０°－Ｅ）が４５％である。中央部を

南北に縦断する堀・溝跡と主軸方向（Ｎ－１７°～

１８°－Ｅ）が平行・直交するものは６３％で，各類

型の中で最も高い値を示しており，配置には堀や

溝による規制が強く働いていたことがうかがえ

る。出土遺物は，第４２２５号土坑から龍泉系青磁稜

花皿片，第４２６９号土坑から寛永通寶（古寛永）５

枚が融着した状態で出土しているほか，図示でき

なかったものの第４４３９・４６５４号土坑から古銭（不明），第４３３９号土坑から刀子，第４３７５号土坑から鎌，第

４２５２・４６６０・４３６８・５５２１号土坑から釘がそれぞれ出土している。

�ｂ類は，長軸と短軸の比が１�７６以上の細長い長方形で，長軸の長さが２�０ｍ以下の小形の土坑である。

４２基が該当し，底面に炭化物が堆積している第４２４９・４２５８・４３７３～４３７５号土坑や粘土貼り土坑の第５３９７号

土坑は本類に属する。分布域は調査区中央の堀・溝跡の西側に２４基が集中しているほか，北西部や南部に

も数基からなるまとまりが見られる。主軸方向は南北方向が４８％，東西方向が３３％，その他が１９％で，中

央の溝・堀跡と平行・直交するものは５７％であり，中央の溝・堀跡を意識した配置がとられている。遺物

は，第５５１９号土坑から宝篋印塔の笠部が横転した状態で出土しているほか，第５３７２号土坑から土師質土器

小皿，第４１６４号土坑から鏃，第４３４３号土坑から釘がそれぞれ出土している。

�ａ類は，長軸と短軸の比が１�７５以下の隅丸長方形もしくは方形で，規模が１�６１ｍ以上の大形の土坑で

ある。３３基が該当し，粘土貼り土坑の第５３８１・５５２３号土坑は本類に属する。標高２１�０～２２�５ｍの台地縁辺

部から斜面部上段にかけて広範囲に散在しており，分布状況に堀・溝跡との関連性は認められない。南北

方向と東西方向が３９％，その他が２２％で，主軸方向にもばらつきが見られる。出土遺物は，第４７０８・４２１３

号土坑から土師質土器小皿，第４１９９・５３７３号土坑から古銭（皇宋通寶，永楽通寶），第５２８２号土坑から鏃，

第４２９８号土坑から釘，第４２７０号土坑から煙管吸口部がそれぞれ出土している。

�ｂ類は，長軸と短軸の比が１�７５以下の隅丸長方形もしくは方形で，規模が１�６０ｍ以下の小形の土坑で

ある。３８基が該当し，調査区南部において人骨が確認された第５２５２・５２５３・５２５９号土坑は本類に属する。

第５２５２・５２５３・５２５９号土坑は臥屈葬，第５２５９号土坑では永楽通寶のみで構成された六道銭が副葬されてい

る。中央の堀・溝跡の東西に分布域が見られ，東側では調査区北部，西側では中央部以南に集中している。

主軸方向は，南北方向が６６％と優位を占め，東西方向が２４％，その他が１０％となっている。中央の堀・溝

跡と平行・直交するものが５０％で，他の類型と比べると堀・溝による規制は弱い傾向にある一方，正方位

を指向する割合が３４％と高いことも特徴に挙げられる。遺物は，先述の人骨や六道銭のほか，第４５２０・５２５１

号土坑から古銭（開元通寶，元豊通寶），第４４７３号土坑から釘が出土している。

�類は，円形状を呈する土坑である。１１基が該当し，台地上から斜面部上段にかけて点在している。第

５２５７号土坑は底面に径９８�の溝状の凹みがあり，桶の底部の圧痕と推定される。また，粘土貼り土坑の第

５３８２号土坑は，底部に長径８６�，短径５２�の楕円形状の落ち込みが認められる。いずれも座葬の桶棺を埋

設した墓坑の可能性が高く，時期は１７世紀代と考えられる。

イ 第１６区における中・近世の景観復元

以上の分析結果を踏まえ，調査区域における景観変遷を試みたい。前項の時期区分に従い，第Ａ期を

土坑の主軸方向
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１５世紀後半，第Ｂ期を１６世紀前半，第Ｃ期を１６世紀後半，第Ｄ期を１７世紀前半としている。ただし，中・

近世の遺構は出土遺物が少ないため，個々の時期を特定することが出来なかった。ここでの復元案は，

遺跡景観の基軸となる堀跡・溝跡・道路跡との関連性や遺構の分布状況の特徴等から，最も符合する時

期を推定したものであり，必ずしも存続期間の長短や同時期内での機能的な形態差は反映していない。

第Ａ期（第８１２図）

当区において中世段階の開発が始まる時期であり，調査区北部に第９６号堀跡が開削される。第９６号堀

跡は，ほぼ直角に屈曲するＬ字状の平面形で，断面薬研状の大形の堀である。堆積状況から堀の内側肩

部に土塁の存在が想定され，堀の内外を区画する性格に加え，防御的機能も備えていたと考えられる。

調査区域が限られるため内部施設は確認されておらず，妙徳寺に直接伴うものか，在地有力者層の居館

等に関連するものかは不明である。第９６号堀跡より南側では，区画を明示するような施設は認められな

いことから，堀の外側へは土地利用に対する制約が及ばなかったと推測される。遺構は，台地上に廃棄

土坑の第４４６２・４６６９号土坑，台地縁辺部に第７４号方形竪穴遺構や第５３・５９号地下式壙があり，斜面部中

段より下位に第１７６号溝跡や井戸跡が分布している。井戸跡は，円筒状や漏斗状の掘り方をもつ�・�

類が主体で，いずれも素掘りの井戸である。土坑群は，�ａ類が当期に該当すると考えられ，台地縁辺

部から斜面部上段にかけて散在する点や主軸方向に規則性が認められないなどの特徴が当期の遺構配置

と符合する。土坑の性格は不明な点が多いが，方形に近い形状や一辺２ｍを超える規模から，方形竪穴

遺構に類似するものも含まれている可能性がある。その他，当期の土地利用をうかがえる遺物として，

第１７６号溝跡から一括廃棄された多量の鉄滓が出土しており，調査区南西部に精錬鍛冶に関わる工房の

存在が推定される。

第Ｂ期（第８１３図）

調査区中央の台地縁辺部に沿って妙徳寺の参道が出現する時期である。第９３号堀跡と第１５５号溝跡は，

その道路側溝に相当し，９～１２ｍの路面幅が復元される。さらに，参道の南側から第１６～１８号道路跡が

東側へ延びており，南東部の谷津から台地上への経路も当期に整備されている。参道の出現により台地

部と斜面部の地理的な境界が明示され，当期以降の土地利用は参道を中心に展開していくこととなる。

当期の遺構としては，第２０号不明遺構，第７５・７８・７９号方形竪穴遺構，第９３・９６・９７号井戸跡，廃棄土

坑の第４４９０・５４００・５４５８号土坑などがあり，土坑群は�ｂ類が該当すると考えられる。調査区南端に位

置する第２０号不明遺構は，３間×２間の側柱建物を伴い，周辺から五輪塔・宝篋印塔・石幢など石塔類

の部材が多数出土している。供養堂としての機能が推定され，また，参道と道路との交点付近に位置し

ていることから，妙徳寺の寺域の南限を示すものと考えられる。土坑群�ｂ類は，五輪塔の空風輪が出

土した第５５６３号土坑，宝篋印塔の笠部が出土した第５５１９号土坑，粘土貼り土坑の第５３９７号土坑のほか，

底面に炭化物が堆積した第４２４９・４２５８・４３７３・４３７４・４３７５号土坑などがある。分布域は，調査区中央部

の第９３号堀跡の西側に密集しているほか，第１５５号溝跡の南東側にも数基からなるまとまりが認められ，

参道を意識した配置がとられている。一方，台地上の高所ではほとんど検出されておらず，参道周辺と

台地上での土地利用状況の違いを反映している。遺物としては，第２０号不明遺構や第５５１９・５５６３号土坑

から出土した石塔類が注目され，遺構，遺物の面で宗教色が顕在化する時期として捉えられる。
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第８１２図 第１６区第Ａ期（１５世紀後半）復元図

第８１３図 第１６区第Ｂ期（１６世紀前半）復元図
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第８１４図 第１６区第Ｃ期（１６世紀後半）復元図

第８１５図 第１６区第Ｄ期（１７世紀前半）復元図
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第Ｃ期（第８１４図）

調査区域全体に堀が掘り巡らされる時期である。調査区中央の参道の位置には第９３堀跡があり，その

南端からは第９４・１０２・１０３号堀跡が延びている。さらに，調査区東辺部には第９２号堀跡と第１５１号溝跡，

北西部には第９７～９９号堀跡が新たに掘削されている。これらの堀跡は断面形が逆台形や薬研状を呈し，

前期に比べて規模も大きく直線的で，区画としての機能が強化されている。遺構は，第８０号方形竪穴遺

構，第５７号地下式壙，第７１・７６・８２・８９・９１・１２１号井戸跡，粘土貼り土坑の第５３８１号土坑などが確認

され，また，配置や主軸方向から第６２・６５・６６号地下式壙，土坑群�ａ類が該当すると考えられる。土

坑群�ａ類は，各類型の中で堀の方向に対する意識が最も強く，主軸は東西方向と南北方向にほぼ限定

される。参道西側の集中部は，北と南の２か所に分かれ，標高２３�０ｍ付近の台地上にも新たに分布域が

形成されている。井戸跡は，漏斗状の掘り方をもつ�類に加え，井戸枠を埋設した�類が見られるよう

になる。�類は第Ｃ・Ｄ期の中で，斜面部に直線的に並ぶ傾向が見られ，掘削位置には区画等による規

制が働いていた可能性がある。当期の出土遺物は，堀跡を中心に土師質土器，瀬戸・美濃系，志野系，

常滑系の各種陶器類，龍泉系青磁，石臼，茶臼，砥石などの石器類，五輪塔，宝篋印塔などの石塔類，

古銭（元符通寶・永楽通寶）など出土量が多く，内容も豊富である。背景に妙徳寺の経済的な繁栄が想

定される。

第Ｄ期（第８１５図）

第Ｄ期は近世初頭の１７世紀前半にあたり，第１００・１０１号堀跡，第１５０・１５２・１５４・１５８・１６０・１６１・１６３・

１６６号溝跡，第４７９・４８１・４８８・５０７・５０８号掘立柱建物跡，第５２・５６号地下式壙，第７５・９２・９４号井戸跡，

土坑群�ｂ・�類，第３０～３２号ピット群などが該当する。この中で，第１００・１０１号堀跡は，覆土下層か

ら出土した遺物が前代の特徴を残しており，他の溝跡より古い様相を示している。したがって，第１００・

１０１号堀跡の廃絶をもって，堀による区画から溝による区画へ移行したと考えられる。当期には掘立柱

建物跡が出現し，堀や溝で区画された範囲内に単一棟で存在している。土坑群�ｂ類は，調査区東部の

台地上のほか，第１５４号溝跡の東西に分布域が見られ，東側は調査区北部，西側は中央部以南に集中し

ている。調査区南部に位置する第５２５２・５２５３・５２５９号土坑からは人骨が確認され，埋葬状況は臥屈葬で

あり，第５２５９号土坑には六道銭が副葬されている。主軸方向は，溝の方向に対する意識が弱まる一方で，

正方位を向くものの出現率が高くなる傾向がある。出土遺物は少量で，土師質土器や常滑系甕が散見す

る程度である。

ウ 小結

以上，中・近世の遺構の様相から，第１６区における景観変遷を検討してきた。最後に変遷の概要と問

題点について触れておきたい。

第１６区は，１１世紀前半の集落廃絶後，中世後半まで空白地となっている。中世の遺構が確認されるの

は１５世紀後半であり，Ｌ字状に巡る第９６号堀跡が開発の初現となる。防御的な性格が推定されるものの，

同時期の関連遺構が確認されておらず，今後の調査に依るところが大きい。１６世紀前半には，中央に妙

徳寺の参道が整備され，周辺には墓域が展開した可能性があり，南端部には供養堂と思われる小堂が設

置される。１６世紀後半は，堀によって調査区域全体が大規模に区画・整備されており，出土遺物の内容

も豊富で，経済的にも繁栄期の様相がうかがえる。１７世紀前半に区画の機能が堀から溝へ縮小し，以後，
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明確な遺構形成は認められなくなるが，参道及び道路の機能はその後も踏襲されて，今日に至っている。

中・近世の遺構の性格を考える上で，土坑群の位置付けが重要な問題となる。土坑群の分布状況は，

堀・溝跡と主軸方向の関係から，台地縁辺部から斜面部に散在する段階，参道の整備に伴い，堀・溝の

周辺に集中する段階，堀周辺の集中域が南北に分散し，台地上にも展開する段階，参道の北東・南西側

及び台地上に分布する段階へと推移し，�ａ類��ｂ類��ａ類��ｂ類・�類の変遷過程が想定され

る。五輪塔・宝篋印塔などの石塔類や古銭等が出土しており，�ｂ類では底面に炭化物が堆積する土坑，

�ｂ類では人骨等が確認されていることから，墓坑の可能性が高いと考えられる。しかし，臥屈葬を主

体とする中世の墓制のなかで，伸展葬と思われる細長い長方形の土坑（�ａ・�ｂ類）が多数存在する

のは再検討を要する課題であるが，現状では第１６区の中・近世の景観変遷案と表出した問題点を提示す

るに留め，再度検証を行いたい。
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写 真 図 版



第 ４ 区
完 掘 状 況

第１００６号 住 居 跡
完 掘 状 況

第１００６号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

４区 PL１



第１００１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第１００１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第１００１号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

PL２ ４区



第 １６ 号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８１３号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８１３号住居跡竈
完 掘 状 況

４区 PL３



第２８１８号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８１８号住居跡竈
完 掘 状 況

第２８１８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL４ ４区



第２８１８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２８１９号 住 居 跡
完 掘 状 況

第１０００号 住 居 跡
完 掘 状 況

４区 PL５



第１０３０号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８１１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８１１号住居跡竈
完 掘 状 況

PL６ ４区



第２８１６号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８１６号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２８１６号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

４区 PL７



第２８２１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８２１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２８２２号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

PL８ ４区



第２８２７号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２８１２号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８１２号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

４区 PL９



第２８２４号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２８２４号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第 １３０ 号 溝 跡
完 掘 状 況

PL１０ ４区



SI 29－2 SI 29－5

SI 1001－6 SI 1001－7

SI 1001－21 SI 1001－17

SI 1001－20 SI 1001－20

第２９・１００１号住居跡出土土器

４区 PL１１



SI 1001－15 SI 1001－16

SI 1001－10 SI 1001－9

SI 1001－19 SI 1001－14

SI 1001－18 SI 1006－26

第１００１・１００６号住居跡出土土器

PL１２ ４区



SI 2813－28 SI 1006－24

SI 1006－23 SI 2813－27

SI 2818－40 SI 2818－42

SI 2818－41 SI 2818－39

第１００６・２８１３・２８１８号住居跡出土土器

４区 PL１３



SI 2818－37 SI 2818－38

SI 2826－48 SI 2826－48

SI 2818－43 SI 2818－43

第２８１８・２８２６号住居跡出土土器

PL１４ ４区



SI 2818－35 SI 2818－34

SI 988－49 SI 2816－60

SI 1030－54 SI 2812－70

SI 2824－74 SI 2812－69

SI 2824－77 SI 2824－78

第９９８・１０３０・２８１２・２８１６・２８１８・２８２４号住居跡出土土器

４区 PL１５



SI 2822－66 SI 2821－63

SI 2812－71 SI 2812－73

SI 2816－DP7 SK 4955－DP10 SI 16－DP1 SI 1006－DP4

SI 1001－DP3 SI 29－Q1 SI 988－Q2 遺構外－Q8

SI 2818－DP6 遺構外－Q7 遺構外－Q6

第２８１２・２８２１・２８２２号住居跡出土土器
出土土製品・石器・石製品

PL１６ ４区



SI 2813－M2 SI 2822－M20 SI 2827－M21 SI 2814－M6 SI 2813－M5 SI 1019－M11 SI 2821－M17

SI 2822－M19

SI 2813－M3

SI 2822－M18

SI 2816－M15

SI 2818－M8

SI 2813－M4 SI 1030－M12 SI 1030－M14

出土鉄製品

４区 PL１７



第 ７ 区
完 掘 状 況

第２５２３・２５２９号住居跡
完 掘 状 況

第２５２３号住居跡貯蔵穴
遺 物 出 土 状 況

PL１８ ７区



第２５２８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５２５号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５２５号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

７区 PL１９



第 ２５３７ 号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５３７号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５３７号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

PL２０ ７区



第２５４６号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５４６号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５４６号住居跡竈
完 掘 状 況

７区 PL２１



第 ２５４７ 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５４７号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５４７号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL２２ ７区



第２５２４Ａ号住居跡
完 掘 状 況

第２５２４Ａ号住居跡
遺 物 出 土 状 況

第２５２４Ａ号住居跡
遺 物 出 土 状 況

７区 PL２３



第２５２４Ａ号住居跡竈
完 掘 状 況

第２５２４Ｂ号住居跡
完 掘 状 況

第２５２４Ｂ号住居跡竈
完 掘 状 況

PL２４ ７区



第２５２７号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５３４号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５３４号 住 居 跡
鉄 製 品 出 土 状 況

７区 PL２５



第２５３５号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第２５３９号住居跡竈
完 掘 状 況

第２５４１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL２６ ７区



第２５４３号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５４３号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５５０号 住 居 跡
完 掘 状 況

７区 PL２７



第２５５０号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５５０号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５５０号住居跡竈１
遺 物 出 土 状 況

PL２８ ７区



第２５５０号住居跡竈２
完 掘 状 況

第 ４１３２ 号 土 坑
完 掘 状 況

第４１５２Ａ・Ｂ号土坑
完 掘 状 況

７区 PL２９



SI 2523－86 SI 2522－93

SI 2529－102 SI 2531－104

SI 2523－87 SI 318－85

SI 2523－91 SI 2523－91

第３１８・２５２２・２５２３・２５２９・２５３１号住居跡出土土器

PL３０ ７区



SI 2531－103 SI 2531－105

SI 2524－110 SI 2524－111

SI 2528－98 SI 2528－100

SI 2523－90 SI 2523－90

第２５２３・２５２４・２５２８・２５３１号住居跡出土土器

７区 PL３１



SI 2524－112 SI 2524－113

SI 2525－114 SI 2525－115

SI 2525－117 SI 2525－116

SI 2525－120 SI 2525－120

第２５２４・２５２５号住居跡出土土器

PL３２ ７区



SI 2534－136 SI 2546－190

SI 2534－137 SI 2537－142

SI 2537－143 SI 2537－144

SI 2537－145 SI 2537－146

SI 2525－118 SI 2525－119

第２５２５・２５３４・２５３７・２５４６号住居跡出土土器

７区 PL３３



SI 2543－174 SI 2538－158

SI 2535－140 SI 2543－177

SI 2550－216 SI 2550－219

SI 2537－152 SI 2534－139

第２５３４・２５３５・２５３７・２５３８・２５４３・２５５０号住居跡出土土器

PL３４ ７区



SI 2537－151 SK 4152B－234

SI 2543－175 SI 2547－194

遺構外－237 SI 2547－195

SI 2548－207 遺構外－240

SI 2547－200 SI 2537－147

第２５３７・２５４３・２５４７・２５４８号住居跡，第４１５２Ｂ号土坑，遺構外出土土器

７区 PL３５



SI 2550－221 SI 2550－220 SI 2550－222

SI 2550－223 SI 2550－224 SI 2550－226

SI 2550－227 SI 2550－228 SI 2550－229

SI 2539－164箆書き「大ヵ」 SI 2545－188箆書き「大ヵ」

遺構外－239刻書「川」 遺構外－236墨書「城内」

第２５３９・２５４５・２５５０号住居跡，遺構外出土土器

PL３６ ７区



SI 2548 DP12 SI 2546－Q13

SK 4152A DP13 SK 4152A DP14

SI 2539－M35 SI 2547－M39

SI 2550－M40

SI 2546－M36

SI 2538－M32

SI 2534－M29

SI 2547－M38

出土土製品・石器・石製品・鉄製品

７区 PL３７



SI 2528－M24 SI 2522－M22 SI 2538－M33 SI 2529－M26

SI 2546－M37 SI 2537－M31

SI 2534－M30

出土鉄製品

PL３８ ７区



第 ９ 区
完 掘 状 況

第２５０４号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５０４号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

９区 PL３９



第２５１６号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５１６号 住 居 跡
竈１遺物出土状況

第２５１６号 住 居 跡
竈 ２ 完 掘 状 況

PL４０ ９区



第２５０８号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５０８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２５０８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

９区 PL４１



第２５０３号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５０７号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５０７号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL４２ ９区



第２５１５号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５１９号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５１９号住居跡竈
完 掘 状 況

９区 PL４３



第２５０９号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５２１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５２１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL４４ ９区



第４５４号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

第 ４５１ ・ ４５２ 号
掘 立 柱 建 物 跡
完 掘 状 況

第４５０号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

９区 PL４５



第６９号方形竪穴掘立遺構
完 掘 状 況

第 ７ 号 道 路 跡
完 掘 状 況

第 ７ 号 道 路 跡
完 掘 状 況

PL４６ ９区



第 ４１２５ 号 土 坑
完 掘 状 況

第 ４１２５ 号 土 坑
遺 物 出 土 状 況

第 ４１２７ 号 土 坑
完 掘 状 況

９区 PL４７



第 ６８１ 号 土 坑
完 掘 状 況

第 ６８１ 号 土 坑
遺 物 出 土 状 況

第 ６８１ 号 土 坑
土 層 断 面 状 況

PL４８ ９区



SI 2516－254 SI 2503－276

SI 2503－274 SI 2511－318

SI 2508－303 SI 2507－295

SI 2512－322 SI 2508－302

SI 2507－290 SI 2512－323

第２５０３・２５０７・２５０８・２５１１・２５１２・２５１６号住居跡出土土器

９区 PL４９



SI 2514－327 SI 2521－341 SI 2521－342

SI 2507－296 SI 2507－298

SI 2508－304 SI 2508－305

SK 4086－356 SI 2519－335墨書「□」

SI 2508－309 SI 2519－340

第２５０７・２５０８・２５１４・２５１９・２５２１号住居跡，第４０８６号土坑出土土器

PL５０ ９区



SK 4080－355 SK 4073－352

遺構外－367 SI 2507－294墨書「口上」

SK 4125－363

SI 2515－329

SB 453－348

SB 454－349 SK 4125－364

第２５０７・２５１５号住居跡，第４０７３・４０８０・４１２５号土坑，第４５３・４５４号掘立柱建物跡，遺構外出土土器

９区 PL５１



遺構外－DP23

SI 2504－DP15 SK4086－TP18

SI 2508－307墨書「主」 SK 4117－360箆書き「□」

SK 4125－363墨書「�」 SI 2515－328墨書「地田ヵ」

第２５０８・２５１５号住居跡，第４０８６・４１１７・４１２５号土坑出土土器，出土土製品

PL５２ ９区



SI 2516－M41 SI 2511－M55 SI 2521－M62 SI 2514－M56 SI 2519－M60 SI 2519－M61

SI 2508－M50

SI 2508－M51
SI 2503－M42

SI 2507－M45

SI 2519－Q20 SB 451－M63

遺構外－DP24 遺構外－Q16 遺構外－Q21 遺構外－Q24

遺構外－Q23 SI 2516－Q15 SI 2514－Q17

出土土製品，石製品，鉄製品

９区 PL５３



SK 4125－M66 SK 4125－M67 SK 4125－M68

SK 4127－M71 SK 4127－M72 遺構外－M82

SK 681－DP20

SK 681－DP22

SK 681－DP18

SK 681－DP19

出土鋳型片，鉄滓

PL５４ ９区



第 １４ 区 中 央 部
完 掘 状 況

第 １４ 区 南 部
完 掘 状 況

第２４１４号 住 居 跡
完 掘 状 況

１４区 PL５５



第２４００号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４００号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２４１８・２４１９号住居跡
完 掘 状 況

PL５６ １４区



第２４１１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４１１号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第２４１１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

１４区 PL５７



第２４１６号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４１６号住居跡竈
完 掘 状 況

第２４１８号 住 居 跡
完 掘 状 況

PL５８ １４区



第２４１８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２４２０号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４２０号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

１４区 PL５９



第２４２１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４２１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２４２７号 住 居 跡
完 掘 状 況

PL６０ １４区



第２４２５号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４２５号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２４３８号 住 居 跡
遺物出土・完掘状況

１４区 PL６１



第２４３２号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４３２号住居跡貯蔵穴
遺 物 出 土 状 況

第２４３２号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL６２ １４区



第２４３５号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４３５号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２４３５号住居跡貯蔵穴
遺 物 出 土 状 況

１４区 PL６３



第２４０４号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４０４号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第２４０６号 住 居 跡
完 掘 状 況

PL６４ １４区



第２４０７号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４０７号住居跡竈
完 掘 状 況

第２４０８・２４０９号住居跡
完 掘 状 況

１４区 PL６５



第２４１５号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４２８号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２４２８号 住 居 跡
掘 り 方 完 掘 状 況

PL６６ １４区



第２４３７号 住 居 跡
完 掘 状 況

第４７号 地 下 式 壙
完 掘 状 況

第４８号 地 下 式 壙
完 掘 状 況

１４区 PL６７



第４２７号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

第４３０号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

第４３１号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

PL６８ １４区



第 １３８ 号 溝 跡
完 掘 状 況

第 １４１ 号 溝 跡
完 掘 状 況

第 １４４ 号 溝 跡
完 掘 状 況

１４区 PL６９



第 ３４１２ 号 土 坑
完 掘 状 況

第 ３３８５ 号 土 坑
完 掘 状 況

第３４４９・３５５２号土坑
完 掘 状 況

PL７０ １４区



SI 2413－482 SI 2425－434

SI 2418－408 SI 2432－440

SI 2419－416 SI 2418－409

SI 2432－444 SI 2432－443

第２４１３・２４１８・２４１９・２４２５・２４３２号住居跡出土土器

１４区 PL７１



SI 2400－375 SI 2400－378

SI 2400－376 SI 2403－385

SI 2400－372 SI 2400－374

SI 2400－377 SI 2400－373

SI 2400－384 SI 2400－384

第２４００・２４０３号住居跡出土土器

PL７２ １４区



SI 2411－394 SI 2411－393

SI 2411－391 SI 2411－392

SI 2400－380 SI 2400－383

SI 2400－382 SI 2400－379

第２４００・２４１１号住居跡出土土器

１４区 PL７３



SI 2416－405 SI 2411－395

SI 2441－466 SI 2423－429

SI 2411－399 SI 2411－399

SI 2411－400 SI 2411－400

第２４１１・２４１６・２４２３・２４４１号住居跡出土土器

PL７４ １４区



SI 2420－418 SI 2425－432

SI 2411－396 SI 2423－430

SI 2411－397 SI 2421－426

SI 2400－381 SI 2411－398

第２４００・２４１１・２４２０・２４２１・２４２３・２４２５号住居跡出土土器

１４区 PL７５



SI 2425－433 SI 2421－421

SI 2435－448 SI 2421－422

SI 2414－404 SI 2414－404

SI 2421－427 SI 2421－427

第２４１４・２４２１・２４２５・２４３５号住居跡出土土器

PL７６ １４区



SI 2435－450 SI 2435－449

SI 2435－447 SI 2435－453

SI 2435－451 SI 2435－452

SI 2435－456 SI 2435－457

第２４３５号住居跡出土土器

１４区 PL７７



SI 2412－498 SI 2404－469

SI 2407－475 SI 2415－484

SI 2435－459 SI 2435－459

SI 2435－454 SI 2404－470

第２４０４・２４０７・２４１２・２４１５・２４３５号住居跡出土土器

PL７８ １４区



遺構外－TP32

遺構外－TP31

遺構外－TP34遺構外－TP33

SI 2440－DP42

遺構外－DP46遺構外－DP48 遺構外－DP47

SI 2411－DP28

SI 2425－DP41 SI 2420－DP34 SI 2422－DP39

SI 2406－Q32 SD 148－Q38 遺構外－Q41

SK 47－Q35 SD 139－Q36 SI 2430－Q30

出土土器・土製品・石器

１４区 PL７９



SI 2403－DP27 SI 2414－DP31 SI 2421－DP35
SI 2414－DP30SI 2414－DP29

SI 2423－DP40SI 2419－DP33SI 2407－DP43 遺構外－DP44 遺構外－DP45

SI 2416－Q26 SI 2419－Q28

SI 2441－M99SI 2419－Q27 SI 2424－Q33 SI 2423－Q29

遺構外－Q39 遺構外－Q43 遺構外－Q42

SI 2400－M92 SI 2400－M91

SI 2409－M94

SI 2400－M90

出土土製品・石器・石製品・鉄製品・銅製品

PL８０ １４区



SI 2427－M97

SI 2437－M104

SI 2437－M103
SK3398－M106 遺構外－M111 SI 2429－M98 SK 3412

－M105
SI 2415－M102

遺構外－M110

遺構外－M113 遺構外－M109 SI 2400－M84 SI 2400－M89 SI 2400－M87 SI 2400－M85･86

SK 3429－M107

SI 2411－M96 SK 3511－M108

出土鉄製品・銅製品

１４区 PL８１



第 １６ 区 東 部
完 掘 状 況

第 １６ 区 南 部
完 掘 状 況

第 １６ 区 北 西 部
完 掘 状 況

PL８２ １６区



第２５９４号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５９６号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２５９６号住居跡竈
完 掘 状 況

１６区 PL８３



第２６０１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６０１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６０９号 住 居 跡
完 掘 状 況

PL８４ １６区



第２６０９号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６０９号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６０９号住居跡貯蔵穴
遺 物 出 土 状 況

１６区 PL８５



第２６２４号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６２４号住居跡竈
完 掘 状 況

第２６２５号 住 居 跡
完 掘 状 況

PL８６ １６区



第２６２５号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６２５号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第２６３５号 住 居 跡
完 掘 状 況

１６区 PL８７



第２６５７号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６５７号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６５７号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL８８ １６区



第２６５７号住居跡竈
完 掘 状 況

第２６７１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６７１号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

１６区 PL８９



第２６６６号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６６６号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６６６号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

PL９０ １６区



第２６６６号住居跡竈
完 掘 状 況

第２６７５号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６７７号 住 居 跡
完 掘 状 況

１６区 PL９１



第２６８１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第 ２６８１ 号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６８１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL９２ １６区



第２６８１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６８１号住居跡貯蔵穴
遺 物 出 土 状 況

第２６８１号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

１６区 PL９３



第２６８５号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６８５号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６８５号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL９４ １６区



第２６８５号住居跡竈
完 掘 状 況

第２６９３号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６９３号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

１６区 PL９５



第２６９２号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６９８号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６９８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL９６ １６区



第２６９８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６９８号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６９９号 住 居 跡
完 掘 状 況

１６区 PL９７



第２６３１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６１３号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６１３号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL９８ １６区



第２６４１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６６７号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６６７号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

１６区 PL９９



第２６４２号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６７３号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６７３号住居跡竈
完 掘 状 況

PL１００ １６区



第２６０５号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６０５号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第２６０５号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

１６区 PL１０１



第２６２０号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６２０号住居跡貯蔵穴
遺 物 出 土 状 況

第２６２３号 住 居 跡
完 掘 状 況

PL１０２ １６区



第２６１９号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６１９号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第２６６５号 住 居 跡
堆 積 状 況

１６区 PL１０３



第２６７０号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６７０号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

第２６７０号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

PL１０４ １６区



第２６７０号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第２６９１号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６９１号 住 居 跡
遺 物 出 土 状 況

１６区 PL１０５



第２６８７号 住 居 跡
完 掘 状 況

第２６８７号住居跡竈
遺 物 出 土 状 況

第２６９６号 住 居 跡
完 掘 状 況

PL１０６ １６区



第４７４号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

第４８６号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

第４７３号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

１６区 PL１０７



第４７１号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

第５０７号掘立柱建物跡
完 掘 状 況

第 ７ 号 陥 し 穴
完 掘 状 況

PL１０８ １６区



第５１号 地 下 式 壙
完 掘 状 況

第５７号 地 下 式 壙
完 掘 状 況

第５９号 地 下 式 壙
完 掘 状 況

１６区 PL１０９



第 ７６ 号 井 戸 跡
完 掘 状 況

第 ８９ 号 井 戸 跡
完 掘 状 況

第１０９号 井 戸 跡
完 掘 状 況

PL１１０ １６区



第５２５２・５２５３号土坑（墓坑）
人 骨 出 土 状 況

第５５１９号土坑（墓坑）
遺 物 出 土 状 況

第５２５９号土坑（墓坑）
人 骨 出 土 状 況

１６区 PL１１１



第５４５８号土坑（廃棄土坑）
遺 物 出 土 状 況

第２０号 不 明 遺 構
完 掘 状 況

第２０号 不 明 遺 構
遺 物 出 土 状 況

PL１１２ １６区



第９２号堀跡・第１５０号溝跡完掘状況

第９５号堀跡完掘状況

第９３号堀跡・第１５４・１５５号溝跡完掘状況

第１０２号堀跡完掘状況

１６区 PL１１３



SI 2594－510 SI 2595－519

SI 2594－513 SI 2595－527

SI 2594－515 SI 2629－607

SI 2595－530 SI 2595－530

第２５９４・２５９５・２６２９号住居跡出土土器

PL１１４ １６区



SI 2601－552 SI 2650－622

SI 2601－549 SI 2597－535

SI 2601－550

SI 2601－553 SI 2597－545

SI 2597－546 SI 2597－546

第２５９７・２６０１・２６５０号住居跡出土土器

１６区 PL１１５



SI 2606－572 SI 2606－571

SI 2606－573 SI 2606－576

SI 2606－574 SI 2625－595

SI 2625－594

SI 2603－558

SI 2635－609 SI 2606－570

第２６０３・２６０６・２６２５・２６３５号住居跡出土土器

PL１１６ １６区



SI 2638－614 SI 2638－612

SI 2638－615 SI 2657－626

SI 2657－627 SI 2657－628

SI 2638－617 SI 2638－617

第２６３８・２６５７号住居跡出土土器

１６区 PL１１７



SI 2660－629

SI 2666－641 SI 2609－583

SI 2609－584

SI 2609－581

SI 2666－642

SI 2661－632 SI 2609－582

第２６０９・２６６０・２６６１・２６６６号住居跡出土土器

PL１１８ １６区



SI 2681－671 SI 2681－680

SI 2681－683 SI 2681－678

SI 2681－677 SI 2681－668

SI 2681－681 SI 2681－682

SI 2681－670 SI 2681－675

第２６８１号住居跡出土土器

１６区 PL１１９



SI 2681－672 SI 2681－673

SI 2681－669 SI 2681－676

SI 2681－684 SI 2681－679

SI 2681－691 SI 2671－644

SI 2681－686 SI 2681－688

第２６７１・２６８１号住居跡出土土器

PL１２０ １６区



SI 2680－662 SI 2680－667

SI 2686－701 SI 2689－705

SI 2693－714 SI 2693－716

SI 2685－698 SI 2685－697

第２６８０・２６８５・２６８６・２６８９・２６９３号住居跡出土土器

１６区 PL１２１



SI 2678－659 SI 2690－706

SI 2692－709 SI 2694－725

SI 2692－708 SI 2694－719

SI 2692－711 SI 2694－720

SI 2692－713 SI 2694－723

第２６７８・２６９０・２６９２・２６９４号住居跡出土土器

PL１２２ １６区



SI 2699－760 SI 2698－732

SI 2698－738 SI 2698－739

SI 2698－757 SI 2698－757

SI 2690－707 SI 2690－707

第２６９０・２６９８・２６９９号住居跡出土土器

１６区 PL１２３



SI 2698－749 SI 2698－741

SI 2698－745 SI 2698－743

SI 2698－747 SI 2698－746

第２６９８号住居跡出土土器

PL１２４ １６区



SI 2698－748 SI 2698－740

SI 2698－742 SI 2698－751

SI 2698－744 SI 2698－752

第２６９８号住居跡出土土器

１６区 PL１２５



SI 2676－821 SI 2703－773

SI 2701－766 SI 2701－765

SI 2599－781 SI 2641－803

SI 2669－815

SI 2669－816 SI 2701－768

第２５９９・２６４１・２６６９・２６７６・２７０１・２７０３号住居跡出土土器

PL１２６ １６区



SI 2613－786 SI 2613－788

SI 2667－810 SI 2642－804

SI 2667－812 SI 2642－806

SI 2667－814 SI 2667－814

第２６１３・２６４２・２６６７号住居跡出土土器

１６区 PL１２７



SI 2687－1000 SI 2695－823

SI 2696－1015 SI 2645－931

SI 2684－998 SI 2670－979

SI 2670－981 SI 2670－978

SI 2670－980 SI 2670－982

第２６４５・２６７０・２６８４・２６８７・２６９５・２６９６号住居跡出土土器

PL１２８ １６区



SI 2605－863 SI 2605－865

SI 2691－1010 SI 2691－1009

SI 2691－1012 SI 2691－1013

SI 2687－1006 SI 2687－1006

SI 2696－1019 SI 2619－891

第２６０５・２６１９・２６８７・２６９１・２６９６号住居跡出土土器

１６区 PL１２９



SI 2627－920 SI 2590－827

SI 2627－919 SI 2604－848

SI 2620－896 SI 2647－935

SI 2620－897 SI 2647－934

SI 2627－925 SI 2620－898

第２５９０・２６０４・２６２０・２６２７・２６４７号住居跡出土土器

PL１３０ １６区



SI 2664－943 SI 2665－968

SI 2665－966 SI 2665－953

SI 2665－954 SI 2665－950

SI 2665－957 SI 2665－957

SI 2665－977 SI 2665－977

第２６６４・２６６５号住居跡出土土器・陶器

１６区 PL１３１



SI 2672－991 SI 2608－875

SI 2693－717 SI 2665－971

第97号堀跡－1069 第97号堀跡－1068 第98号堀跡－1078

第99号堀跡－1082 第99号堀跡－1083

第97号堀跡－1074 第99号堀跡－1081

第２６０８・２６６５・２６７２・２６９３号住居跡，第９７・９８・９９号堀跡出土土器・陶器

PL１３２ １６区



第92号堀跡－1046 第92号堀跡－1047 第93号堀跡－1051

第95号堀跡－1059 第95号堀跡－1058 第96号堀跡－1066

第100号堀跡－1084 第100号堀跡－1085 第100号堀跡－1086

第100号堀跡－1089 第100号堀跡－1090 第100号堀跡－1088

第96号堀跡－1065 第100号堀跡－1096

第100号堀跡－1092 第101号堀跡－1104

第９２・９３・９５・９６・１００・１０１号堀跡出土土器・陶器

１６区 PL１３３



第101号堀跡－1103 第101号堀跡－1101 第101号堀跡－1099

第101号堀跡－1102 第101号堀跡－1098 第101号堀跡－1100

第103号堀跡－1108 第103号堀跡－1105 第103号堀跡－1106

第103号堀跡－1107 第103号堀跡－1109 SD 150－1114

第103号堀跡－1112 第103号堀跡－1111

第103号堀跡－1110 第103号堀跡－1110

第１０１・１０３号堀跡，第１５０号溝跡出土土器・陶器

PL１３４ １６区



SD 152－1118 SD 152－1117 SD 152－1116

SD 161－1128 SD 163－1124 SD 163－1125

SD 166－1129 SD 176－1126 第78号方形竪穴遺構－1031

UP 57－1041 UP 57－1042 SE 71－1147

SE 76－1150 SE 97－1141 SE 97－1140

SE 82－1134 SK 4669－1160 SK 4708－1181

第７８号方形竪穴遺構，第５７号地下式壙，第１５２・１６１・１６３・１６６・１７６号溝跡，第７１・７６・８２・９７号井
戸跡，第４６６９・４７０８号土坑出土土器

１６区 PL１３５



SK 5336－1195 SK 5400－1165 SK 5400－1163

SK 5458－1168 SK 5400－1164 SK 5400－1166

SK 5458－1169 SK 5458－1170 SK 5514－1198

遺構外－1213 SX 20－1186 SX 20－1187

SK 4186－1191 SK 4669－1162

第４１８６・４６６９・５３３６・５４００・５４５８・５５１４号土坑，第２０号不明遺構，遺構外出土土器・陶器

PL１３６ １６区



SSII 22664477－－993344「「��」」 SSII 22666655－－995544「「石石□□□□」」

SSII 22667722－－999911「「石石」」 SI 2665－967「土□」

SK4186－1191「一」 SSII 22666644－－994433「「田田ヵヵ」」

SI 2665－946「口」

SI 2665－945「�」
遺構外－1201「石」

遺構外－1202「國ヵ子□」

出土墨書・刻書土器

１６区 PL１３７



SI 2606－DP54 SI 2698－DP119 SI 2606－DP55

SI 2685－DP112 SI 2637－DP66 SI 2681－DP111

SK4194－DP139 SI 2686－DP114 遺構外－DP140

SI 2602－DP127 SI 2602－DP127

出土土製品

PL１３８ １６区



SI 26６６

DP91 DP90 DP94 DP93

DP92 DP89 DP95 DP98

DP96 DP97 DP83 DP84 DP85

DP100 DP99 DP86 DP87 DP88

SI 2671－DP105 SI 2626－DP133 SI 2609－DP60 SI 2609－DP61

SI 2605－DP129 SI 2686－DP113 SI 2609－DP62 SI 2615－DP131

出土土製品

１６区 PL１３９



SK 4462
－DP137

SI 2609
－DP58

SI 2703
－DP121SI 2609－DP56 SI 2671－DP103

SI 2609－DP57

遺構外－DP146 SI 2678－DP107SI 2690－DP115
SI 2662－DP81

SI 2698－DP117 SI 2698－DP116 遺構外－DP145 SI 2698－DP118 SI 2670－DP135

SI 2605－DP128 SI 2670－DP134 SI 2678－DP106 遺構外－DP143 SI 2635－DP65 遺構外－DP144

SI 2620－DP132 SI 2681－DP109遺構外－DP142 遺構外－DP141 SI 2649－DP67 SK 5363－DP122

SI 2597－
DP49

SI 2609－
DP59

SI 2611－
DP130

SI 2601－
DP53

SI 2681－
DP110

SI 2598－
DP51

SI 2649－
DP68

SI 26５７

DP70 DP71 DP72 DP73 DP74 DP77 DP76 DP75 DP78 DP79

出土土製品

PL１４０ １６区



遺構外 遺構外

Q130

Q126

Q127

Q131

Q129
Q128

遺構外

TP58

TP57

TP53 TP54

TP56
TP55

TP60

TP62
TP61

TP59

出土土器・石器

１６区 PL１４１



SI 2670－Q91 SI 2693－Q57 SI 2605－Q79 SI 2627－Q86

SI 2703－Q64 SI 2703－Q65 SI 2673－Q76

SI 2690－Q56 SI 2666－Q49 SI 2691－Q92

SI 2668－Q75 SI 2645－Q88 SI 2620－Q83

第96号堀跡－Q100 第96号堀跡－Q101 SE 76－Q116

出土石器・石製品

PL１４２ １６区



SX 20－Q120 SK 5563－Q118 PG 32－Q119

第102号堀跡－Q103 第80号方形竪穴遺構－Q94 SD 176－Q111

SX 20－Q123 第102号堀跡－Q104 SK 5519－Q117

SD 151－Q108 SD 155－Q109 第103号堀跡－Q105

SK 5398－Q124 SK 5398－Q125 遺構外－Q141

出土石器・石製品・ガラス製品

１６区 PL１４３



遺構外－Q138SI 2599－Q66
SI 2678－Q52SI 2631－Q69

遺構外－Q137

SI 2666－Q50 遺構外－Q142 SI 2700－Q63 SI 2619－Q80 SI 2689－Q54

SI 2675－Q51SD 155－Q110
遺構外－Q143

SI 2698－Q62

遺構外－Q139 SI 2673－Q77 SI 2694－Q59 遺構外－Q140

SI 2631－Q71 SI 2631－Q70 遺構外－Q146 SI 2638－Q48

遺構外－Q145 SI 2627－Q87 SI 2686－Q53 SI 2667－Q74 SI 2689－Q55

SI 2593－Q78 SI 2599－Q67 SI 2619－Q81 SI 2694－Q58 SI 2620－Q84

出土石製品

PL１４４ １６区



SD 157－M187

SI 2658－M137

SI 2599－M129

SI 2645－M152

SI 2667－M138

SI 2599－M131 SI 2599－M130 SI 2604－M142SI 2646－M153

SI 2691－M167

SI 2597－M114

SI 2705－M128

SI 2687－M164
SI 2663－M115

SI 2667－M139

SK 4164－M205 第73号方形竪穴
遺構－M174

SI 2631－M135 SI 2670－M159 SK 4462－M191

出土鉄製品

１６区 PL１４５



SI 2670－M160

SI 2674－M120

SK 4438－M232

SI 2626－M149

SK 4275－M213

SD 155－M185 SI 2691－M168

SI 2695－M141

SI 2620－M145

SI 2681－M125

出土鉄製品

PL１４６ １６区



SI 2682－M163 SD 163－M186 SI 2691－M170

SI 2702－M127 SI 2599－M132 SI 2670－M162 SI 2691－M169

SI 2681－M126

SK 4610－M234 SI 2665－M156 遺構外－M238

SI 2678－M124 SI 2604－M143 SK 4175－M229 SK 4383－M230

出土鉄製品・銅製品

１６区 PL１４７



SK 5381－M195 SK 5251－M217 第93号堀跡－M179

SK 4654－M216 遺構外－M241･242 第93号堀跡－M180

SE 76－M188 第92号堀跡－M176 SK 5373－M219

SK 4199－M211 SX 20－M220 SK 5259－M202～204

SK 4520－M215 SK 4465－M233 SK 5259－M199

SK 5254－M197 SK 5254－M196 遺構外－M239

SK 5522－M236 SK 4463－M193 SK 4169－M206～210

SE 76－M189 遺構外－M240 SD 150－M182

出土銅製品

PL１４８ １６区



SD 176－1127 SD 176－DP136 SK 4269－DP138

SD 176－鉄滓 SD 176－鉄滓 SD 176－鉄滓

SD 176－鉄滓 SD 176－鉄滓 SD 176－鉄滓

SX 20－M224 SX 20－M222 SX 20－M223

SX 20－M227 SX 20－M225 SX 20－M228

出土土器・土製品・鉄滓

１６区 PL１４９



SD 176－鉄滓集合 SX 20－鉄滓集合

SI 2665－骨片 SD 152－貝殻 第79号方形竪穴遺構N1～3

第102号堀跡－N4

出土鉄滓・骨片・貝殻

PL１５０ １６区
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付図１　島名熊の山遺跡９区遺構全体図　茨城県教育財団文化財調査報告第280集



付図２　島名熊の山遺跡14区遺構全体図　茨城県教育財団文化財調査報告第280集



付図３　島名熊の山遺跡16区遺構全体図　茨城県教育財団文化財調査報告第280集



付図４　島名熊の山遺跡遺構全体図　茨城県教育財団文化財調査報告第280集
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