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表25　石塔・石臼解説表

番号 器　　　 種 法　　　 量 石　　 質 備　　　 考 番号 】器　　　 種I…法　 墓 i石　 質自　 席＋ 考

130
！

842

宝 匪 印塔

（笠）

A　 17 ．2

B　 23 ．0

K G lO ．95

砂　　 岩 S K 343

i
i

恒 53

j

五 輪 塔 i

i
（火輪日

i

芸。1；：： ；花 崗 岩 i sD 24

843
17

いバ

A　 15．0

B　 22．8

K G　7 ．3

71 S D 26Y
i　 i

；854 】 i

11

いバ

芸。：：：； 闘 sD 27

844
11

（台座）

Å　 17 ．4

B　 24 ．0

i K G 18 ・5

11 71

i＋ 】

855
17

‡十＋‡ I

芸。：：仕 上

845
五　 輪　 塔

（空風輪）

A　 19 ．2

K G　6 ．2
花 崗　岩 S K 306

；

132
1

856

i

11

いバ

芸。；：：主 上

846
17

いバ

A　 2工5

K G　7 ．4
11 SD 27 857

11

いバ

芸。：；：十 つ 〝

847
71

いバ

A　 18 ．3

K G　4 ．85
11 SD 28 858

／1

（水輪）

芸。：：：： 同 77

848
77

いバ

Å　 18 ．4

K G　5．0
11 SD 26 859

i

／1

いバ

器 ‖ sD 24

849
／7

いバ

Å　 21．7

K G　9 ．3
／7 S D 24 860

17

（地輪）

…芸。1：願 sK 343

131 71 A　 13 ．1

17

】

11 861
11 A　 14．1

】

・856 （火輪） K G 14 ．0 いバ
11　　　 SD 27

K G lO．6

851

宝　　　 塔

（笠）

A　 13．7

砂　　 岩 SD 25
133

石　　　　 臼

i
A　 ll．1

B　 24 ．3 l 安 山 岩　 SD 24，25

K G　9．2 862 K G　7．0

852

五　 輪　 塔

（火輪）

A　　 9．8

K G　7．75
花 崗　岩 S D　24 863 11

芸。 ：：；5 日 sK 238

ー196－
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表26　石製晶・砥石解説表
番 号 器　　　 種 法　　　 量

！石　 質
備　　　 考 i 番 号 器　　　 楯 法　　　 量 石　　 質 備　　　 考

13 4

！
B　　 9 ．2

j

S D　 4

i
A　　 4 ．8

S D　 4i 皿 状 石 製 品 E　 13 ．8 砂　　 岩 8 79 砥　　　 石 B　　 2 ．7 流 紋 岩

86 4
G　 5 85

i

i
i

G　 2 7 ．5

8 6 5

B　　 7 ．7
i

S D　 2 5

Å　　 5 ．6
】

S K 27 711 E　 14 ．6 11 88 0 17 B　　 2 ．7 11

G　 7 14 G　 4 0 ．6

8 66 11

B　　 7 ．7 A　　 4 ．9

11 S D　 4E　 1 3 ．3 安 山　 岩 1′ 88 l 17 B　　 3 ．0

G　 32 3 ．5 G　 3 1 ．0

8 67 11

B　　 5 ．8

E　 14 ．9

G　 42 4

砂　　 岩

i

11

】8 8 2

1プ

】
A　　 5 ．5

B　　 2 ．0

G　 34 ．0

71 S K 7 9

8 68 硯

B　　 7 ．5 5

E　 ll ．0 5

G　 lO5

粘 板 岩 ／1 8 83 11

A　　 5 ．2

B　　 2 ．4

G　 45 ．0

1／ S D　 8

86 9 11

E　　 5 ．6

G　 2 3 ．5
71 S D 、24

135

！

8 84
11

A　 14 ．5

B　　 8 ．1

G　 lO 20

安 山 岩 S D 2 5

87 0 11

E　　 5 ．8

G　 2 0 ．0
11 S D　 2 7 8 85 71

A　　 7 ．7

B　　 3 ．5

G　 3 8 ．0

頁　　 岩 S D 2 8

8 7 1 17

B　　 7 ．25

G　 6 1
71 S D　 4 88 6 11

A　　 5 ．9

B　　 3 ．4

G　 27 ．0

流 紋 岩 S D　 4

8 7 2 11

E　　 圭 95

G　　 8 ．5
11 S K 1 64 88 7 ／1

A　　 2 ．2

B　　 2 ．5

G　　 5 ．5

11 ／1

8 73 11

E　　 6 ．5

G　 lO ．5

i

11 S D 2 5 88 8 ／1

Å　　 3 ．3

B　 l ．9

G　 lO ．0

1／

i

S K 34 3

8 74 11

E　　 4 ．0

G　 12 ．5
／／ G 2　b　7 88 9 11

A　　 7 ．1

B　　 2 ．8

G　 4 7 ．8

11 S D　 4

8 75 砥　　　 石

A　　 5 ．3

B　　 5 ，3

G lO5 ．5

流 紋 岩 S K 2 16 89 0 11

A　　 7 ．1

B　　 4 ．0

G　 6 3 ．0

11 S K 36 0

8 76 ／′

A　　 9 ．6

B　　 3 ．0

G　 98 ．0

11 表 採 89 1 11

A　　 4 ．5

B　　 4 ．8

G lO L 0

石 英 斑 岩 表 採 （B 5 ）

8 77 11

A　　 3 ．6

B　　 2 ．3

G　 15 ．0

11 S K 36 0 89 2 11

A　　 9 ．1

B　　 3 ．8

G　 8 1 ．0

流 紋 岩 S D　 4

8 78 11

Å　　 6 ．0

B　　 2 ．8

G　 90 ．0

砂　　 岩 S K 14 893 ／1

A　　 8 ．7

B　　 3 ．6

G 127 ．0

砂　　 岩 S D 25

一200－



番号 器　 種 i 法　 郵 石　 質 墜　　 考 Ei 番号 J器　　　 種 法　　　 逼 石　　 質 備　　　 考

894

i
A　　 9 ．5

i

i A　　 4 ．2
i

砥　　　 石　 B　　 4 ．4

G 19 5．0
i

流 紋 岩 SK 2 66 9 05 砥　　　 石 B　　 2 ．8

G　　 6．5

頁　　 岩 i
C 6 g 5

A　　 9．4

／！ i S K 3 78 90 6

［
A　　 3．1

】
89 5 〝　　　　 B　　 4．3 ／1 B　　 2．4

G　　 3．5

11
i

i

S K 12 5

iG l1 7．0 i
i

A　 lO ．0

1′’

i

S D　8
13 6 A　　 9 ．1

流 紋 岩 S D 258 96 ！！　　　　 B　　 3 ．4 ！ 11 B　　 4 ．5

G　 85 ．0
90 7

i G　 85 ．0

8 97

′パ 8：；；

粘 板 岩 SD　4 9 08 ／／

A　　 7 ．2

B　　 3 ．7

G　 53 ．0

！／ F 2 i 7

89 8

′つ ； 3；：：

流 紋 岩 11 9 09

i

〝

A　　 5 ．2

B　　 4．0

G　 68．0

／1

i

S D　7

8 99

ト ： 5；：；

1／ S D 2 5 9 10

！

〝

A　　 5．7

B　　 2．0

G　 28 ．0

／／ 表採 （B 5 ）

900 11

［

A　　 5．6

B　　 3 ．6

i G　 49 ・0

／／ SD　7

［

911

i

11

A　　 7 ．3

B　　 3 ．2

G　 21 ・5 i

／／ SK 238

90 1

「 ； 11；：； ！

〝 i
i
S D 25 9 1 2 ／／

A　　 5 ．6

B　　 3 ．1

G　 21 ．0

／／ SK 2 43

9 0 2 ！／

A　　 8．0

B　　 2．2

G 4 9・0 ！

／！
i

i

S D　4 9 13 ／！

A　　 7．2

B　　 2．4

G　 49．0

／1 S K 2 73

9 03 ／／

A　　 7．9

B　　 2．9

G　 61．0

／！

〝　 】 i

914 ！
［

土　 製　 品

（羽 目）

E　　 8．1

B （6．9）

G 14 5

S D　4

9 04

i

！／

A　　 8 ．4

B　　 4 ．1

G　 85 ．O i
l

／／ ／！ 915
／／

（不明 ）

A　　 2．8

B　　 2 ．1

G　　 9 ．0

S K 33 6
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1　金砂山城

2　舞鶴城（太田城）

3　関　城

4　大宝城

5　駒　館

6　小田城

－202－

7　貝原塚城（高井城）

8　馴馬城

9　屋代城

10　神宮寺城

11阿波崎城



第6節　そ　の　他

本節には，前節までに記載しなかった土坑e溝の全部をまとめた。これらの中には，F2e G

2両区に検出された土坑や，第3号堀跡（SD25）によって切られた第29号溝のように，中世と

考えてほぼ間違い無いと見られる遺構も含まれている。しかし，その場合にも明確に時期を決定

付ける資料を欠いているため，本節にまとめたわけである。また，第10号溝のように，根切溝で

あることが明らかである遣楓　すなわち屋代城廃絶後に掘り込まれたことが明らかで，竜ヶ崎ニ

ュータウンの建設に伴う開発直前の地割に沿っていることから，畑の耕作が打ち切られるまで使

用されていたと考えられる遺構も，本節にまとめた。

表27　土坑一覧表（6）その他の土坑

置 方　　　 向

！

規　　　　 模 i壁面

i

抗癌 覆土　　 出　　 土　　 遺　　 物 備　　 考l長径×短鎖n当 深さ屈 几底
】i

1 i c 7 j 6 l
N ‾ 62 ㌧ W i隅丸長方形

1．65×1．15 i 35

】
II 1

！
A　 縄文式土器片 5

言 下 7 j 5 N …90 ㌧ W i 楕 円 形 …1・05×0・80 i 60
II i l

A 幣 聖 霊岩 沼 写 譜

4 i c 7 j 5 恒　 形 1．10×1．10 i 50

】
I

】
1 A　 弥生式土器片 1

5 i c 7 j 6 N －67㌧ W i 杯整長方縮
65 I 1 A　 なし S K　 6 に5 C 7 j 6 i N － 6 7㌧ W 序 纏 長方縮

［
6 5

i
I

i
1

i
A なし S K　 6 に

i 切 ら才Lる

6
C 7 j 6 恒 6 20 －W

長　 方　 形
j
2．22 ×1．08

！
30 I 1 A

弥生式土著紺 一1

土師器片 3

7 C 7　j　6
！N － 73 ・5㌧ W i隅丸長方形

1．17× 0．66
】

85 Ⅴ 3 A 陶磁 器片 2　 不 明 1

8
C・7 j 6 恒 58 0－ W i 潤 丸長方形）

1．5 0×－ 3 0 II 1 A
縄文 式土器片 1 ，土師器 片 1
内耳 土器片 1 ，不 明 1

S K　 7 に

切 られ る

9
C 7 i 言 N … 43 ㌧ W i不整楕円形

1 ．5 1×0 ．63
1

4 0 II 3 A な し 撹乱坑

10
C 7 h 6 i N … 5 6 ㌧ W i長 方 形

i l・50 ×0 ・5 6 4 0 I 1 A ／／

11
t c 7 i 6 l N － 50 ㌧ W

不整長 方形 2．10 ×1 ．6 2
50 i

II 3 N
縄文式土器 片1，土師質土器 2 i

陶磁器片 1 ，不 明 1 撹乱坑

12
C 7 h 9 恒 7 00 －W i棺 円 形

2．00 ×1 ．4 0 80 Ⅴ 1 A　＿な し 撹 乱坑

！
13 C 7 g 7

N … 14 60－ W i
楕　 円　 形

［
1．28× 1．03 60 I 1 N

縄文式土器片 1，弥生寒土器片6

土師器片 1 撹 乱坑

14 C 7　h　6
i不 整 円 形

3 ．2 0× 2．95 10

ヨ

III 1 N
縄文式 土器片 1

土師質土器 1

1 5
C 7 g 5 i N － 5 5 ㌧ W E 楕 円 形

0 ．6 0×0 ．5 1 4 0
】

Ⅳ 2 A な し 撹乱坑

17 C 7　h　5
N … 4 8 ㌧ W i不 整楕円形

0．9（〕×0 ．6 0 40
［
II 2 A ／／ 授乳坑

18 C 7　j　5
N － 5 5㌧ W 斥 整楕 円形

i
1．04 ×0 ．7 9 60

4

；
Ⅴ 6 A 不明 2

】
19

C 7 j 5 i N … 5 0 ㌧ W 序 丸 方 形
1．20 ×1 ．0 7 30

】
II 1 A 縄文式土器 片 2

2 0
C 7 i 4 i N － 0 つ 不整楕円形 i

1．16× 0．9 5 20 III 1 A な し

2 1
l

c 7 h つ N － 148 0－ W i 楕 円 形
i

［
1．2 0×0 ．95 ； 5 5 II つ A ！／

23 － A
C 7 h 5 恒 550 － W i不 整楕円形 i

0 ．8 4×0 ．5 5 0
［
Ⅴ 2 N ／／

23－ B
C 7 h 5 「 －　 桓　 形 …

0．6 3×0 ．5 5 2 0 II 1 A ！／
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土　 坑

番　 号
位　　 置 方　　　 向

i

l′　　　　　　　．／

！ 規　　　 模 ［
i壁面

】＋ ！
ヨ】

坑底

l

覆土 出　　 土　　 遺　　 物

ト備 考

i

平　 面　 形 長径×繍 m中 潮

24 C 7 g 5 N　－ 86竺－W 不 整楕 円形 0．95 ×0 ．68 20 Ⅴ 3 A な し
i

2 5 C 7 g 5 N　－ 50くL W 不 整楕 円形 1．55 ×0 ．68 20
II 】

】
3 A 11

i

2 6 C 7 g 4 N －1500 －W 不 整長 方形 1．22 ×1 ．00 40 Ⅴ 1 A 11

2 7 C 7 g 5 N － 80 ㌧ W 不 整長 方形 1．17 ×0 ．81 40 II 4 N 11

（不整楕円形） － ×0 ．45 30 II 6 A 11
SK　28の出入
口，S K36を［切る29 C 7　f　4 N　－ 10㌧ W

3 0 C 7　j　4 N　－ 10 CJ W 不 整 方 形 1．25 ×1 ．11 30 II
！
3 A 1／

SI　 3 を

切 る

31 C 7　j　4
l

（円　 形 ）
i l・00 ×…

30 II 1
［

A ／／
SI　 3 の
北　馬をヰ刀
る

円　　　 形 1．00 ×1 ．00 30 Ⅴ
l

6 A 土師質土器 1
S I　3 ，
P I　を1刀
る32 C 7　j　4 －

33 C 7　j　3 N －10 7。－W （楕 円形） 1．45 ×－ 50 II
［
5 A な し

35 C 7　f　4 N －14 80 －W 不 整 円 形 0．98 ×0 ．89 5 5 II 1 A ／／

37 C 7　e 。4 N －63 ．50－W 楕　 円　 形 0．75 ×0 ．55 50 II 1 A ／1

3 8 C 7　e　3 － 円　　 形 1．01×1 ．00 － III 3 A ／1

3 9 C 7　f　4 N －1360 －W 不 整楕 円形 0．83 ×0 ．50
i 50

I 1 A
土師器片 1
内耳土器片 2

43 C 7 g 3 N －1650 －W （楕 円形）
！

－ ×0 ．75 2 0 II 3
l
A な し

S K　77と
接す る

44 C 7 i 8 N　－ 60㌧ W 隅 丸長 方形 1 ．43 ×0 ．70 4 5 Ⅲ 5
［
A

縄文式土器片1，弥生式土器片5

土師質土器片3，内耳土器片1，石2

4 5 C 7 i 4 N －1160 －W 不 整楕 円形 1 ．40 ×0 ．90 3 0 III 1 N
縄文式土器 片 1 ，土師器 片 3

内耳土器片 1

46 C 7 i 4 N －15 10 －W 楕　 円　 形 1 ．86×0 ．98

I

1 5 III 1 A
縄文式土着旨片 2 ， 弥生式土器
片 4 ，内耳土器 片 3 ，土師質
土器 2 ， スラグ 1 ，不明 4

SK　97を

切 る

47 C 7　h　4 N －97．50－W
！杯 整楕円形）

1 ．73×－ … 25 II 1 A なし
S K　69 と

重複

48 C 7　h　3 N －147．50…W 楕　 円　 形 1 ．16×0 ．93 7 0 Ⅴ 2 A
弥生式土器 片 4 ，土師質土器

2 ，不明 2 ，着 1

49 －A C 7 h　4 N －150 0－ W

I

（不整長方形） 1 ．14 ×－ 60

l

Ⅴ 3 A

l

なし
IW ㌣ ㍉

［く打 ／0 △

49 －B C 7　h　3 －
（不整 円形 ）匡 90×… 70　 II 1 A 〝　　　　　　 1 妄⊥壷議 ⊥1

㌦　　　　　　 i

l　　　　　　　　　　　　　　　　　 ！

〝

50 C 7 h　3 N　－ 72 ㌧ W
不 整楕円形 ll ・0… ・58

10　 III 1 A

5 1 C 7 h　3 N　－ 43 ㌧ W 不整楕円形 1 ．15×1．15 2 0 II 1 A

5 2 C 7 g 3 N －164 0－W 不整楕円形 1 ．24×0 ．86 10　　 V 1 A 1／

53 C 7　h　3 N －154 0－W 不整楕円形 1 ．09×0 ．87 7 5　 II
l

5 A
：北東でSK　54

′′　　　　　　　　 塙 K88A と垂

54 C 7 g 3 －
（不整 円形 ） － ×0 ・73 2 0　 II 6 N

〝　　　　　 漂 品 53

5 5 C 7　h　2 N　－ 91 ㌧ W 不整楕円形 1．60×1．00 8 0　　 V 2 A ／／
ll

l

5 6 C 7　h　3 － 不 整 円 形 1．24×1．01
l

5 0　　 V 2 A 1′
l

l

5 7 C 7 h　4 N －11 60－W 不整長方形 1．68×1．40 4 0　　 V 3 A 1／

58 C 7 g 4 N　－ 19 ㌧ W 不整楕円形 1．65×1．22
i

35　　 V ！1 A 11
］ヒ西で、
S K 71 と
重複

59 C 7　j　4 － 円　　　 形　 0 ．85×0 ．80 4 0　 II 1 N ／／

！

－204一



60 D 7　a 4 N ・… 57 ㌧ W
；序 纏 酢 ㈲

I
－ ×1 ．30

［
5

；

：III j 3 i A

i　 i

憬 票 署 1 ，土 師 i

61－A
i
C 7　f　2

j N － 44 ㌧ ・W ；
ミi 潤 丸方形 ） 1．50 ×－

；】70
［Ⅳ

［

回 Al Zi な し

［

i南 東 SK 8 0　西

S K l13 と重複

61－ B C 7　f　3
［N ＿14 10＿W

（楕 円形 ） － ×0．85
！6。

i

i
II

同 AE

i

lj
／／

「南西側 SK　61 A ，
北‾西仰jSK　61 C
と‾鼓複

61－C C 7　f　2 － i （円 形 ） － ×0．70 2 0
巨 回 A

／／
南東側 SK 6 1 B

と重複

62 C 7　d　2
】
N －1580 －W （長方 形）

き；

－ ×0 ．80

】

30
！

II
i l

E

［A
11

6 3 C 7　d　2 N …150。－W 隅丸長方形
jji 1．70×0 ．98

喜
50

i
II 6

】

ヨ
A

縄文 式土器片 1 ，内耳

土 器片 1 ，不明 1

64 C 7 d　2
j】N　－ 45 ㌧ W 隅丸長方形 1．45×1．16

；

30 II 1 N
ヨ
な し

…

65
i
C 7 d　2 － 円　　　 形

i
1 ．40×1．2り

l
20 II

】
3 N ！1

i南西側で SK 蕗

と重複

66 C 7　d l －

i
円　　　 形 1 ．03×0 ．91 40 II

1 i A
／／

北東側 SK 64 と

重複

67 C 7　e l N －15 90 …－W 隅 丸 方 形 1 ．06×1 ．00 i 30
！
I

1 i A
！／

68
】

C 7　e　2 N　－ 95㌧ W 不整楕 円形 1 ．18 ×1 ．00 40 II 3 A ／／ 撹 乱坑

69 C 7　h　4
】
N －1150 －W （不整楕円形） 1．25×－ 30

［
I

l i A
1／ 北西 SK 49 を切 る

70 C 7 g 3 N …12 50・一一W 楕　 円　 形 1．18 ×0 ．83 70
II i

1 A 1／

71 C 7 g 3 N　－ 29 CJ W 不整楕 円形 1．68 ×1．29
60 i

II
3 i A l

l！！　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
北 SK　72をノ切る，
南東 SK　58と重
複

73
！C 7 g 4

N －47 ．5㌧－W 隅 丸 方 形 0 ．93 ×0．81 4 0
】
II 1 A 11

南東側 で S K　74

を切 る

74 C 7 g 4 N …15 20－W
［
不整楕 円形 1．15 ×0．89 60 II 4 A 1／

；北 SK　73に よっ
：て切 られる，南 東！SK　26 と接 す る

75
恒 g 4

N －132 0－W 長　 方　 形 1．20 ×0．70
】

60 II 3
［
A ／1

7 6
I
C 7　f　4 N　－ 71 ㌧ W 不整楕円形 1．08×0 ．70 5 0 II 3

i
A

巨

77 C 7 g ：う － （円　 形 ） 0 ．83×－ 30 II
i
1 A

；

／／
北 で SK 4 3，西

で SK 7 8と重 複

78 C 7 g 3 N －50．50⊥W 隅丸長方形 0 ．95×0 ．54 9 0 III 1 A ！／ S K　79を切 る

79 C 7 g 3 N －41．5㌔－W
】

不整楕円形 1 ．50×1．05 7 0
ら

1 A
内耳土 器片 3 ，土師質

；土器 片 1 ，陶磁 器片 1

SK　78によって

切 られ る

80 C 7 g 3 （円　 形 ） 1 ．16×－ 70 II 2 A な し
北西 で SK　61A

と重複

81 C 7　f　2 N　－ 74㌧ W 不 整楕円形 1 ．64×1．20 9 0 Ⅳ
！
】2
i

A
i

／／
南西側 SK 114 と

重複

82
恒 f 2

N　－ 43 CJ W 不 整楕円形 1 ．09×0 ．93 50 I 5 A
】

〝
北東 SK　92を切

る

84
i c 7 d 3

N －14 60 －W 隅 丸長 方形
i

1 ．00 ×0 ．75 50
】

I 1 A ／1
南S K ll l，東 S

K 94 B と重複

85 C 7 g 2
［

N　－ 94 ㌧－W
不整楕 円形 】 l

1．45×0 ．96 90 Ⅴ 1 A
縄文式土器 片2，弥生式 ；

土器片 2 ，陶磁器片 1 ［
北 SK l17と重複

】ヨ
86 C 7 h　2

N － 66㌧ W i ）
不整楕 円形 0．97×0 ．50 40 ′ II 2

i［

A
！な し 南側 S1 4 を切

る

87 C 7　f　3 N －15 90－W 不整楕 円形 1．09 ×0 ．68 60 I 3 A ／1
南東側SK　42を

切 る

88 A i C 7 g 3 N　－ 19 ㌧－W

3

（楕 円形 ） 1．00 ×－ 20
i：

II

】

1 A ！／
東 S K　88B に よ
ってヰ刀らオLる，西S K　54と重複

88－ A C 7 g 3 】
ヨ】

N －150 0－W
（楕 円形 ） i

－ ×0 ．70
［

20 i

i

Ⅴ
i

2 A 】 ／／
南西 SK　88 A を

切 る

88－ B C 7　f　3 N －3 ．50－W 不整楕 円形 1．22 ×0．74 4 0
［

II i 3

】

A ／！
東側SK　87と接

す る

－205一



番　号i
】

序径×短径回 探針項　 j ［ i＋ ＋ ＋ ＋ ；

！
90 jc 7 f 3

i
序∴ 48㌧W
i

ト轄円形）il・11×…

20
帖 A

j　i

十　 i

91　　C 7　e　2

i

N…1420…W

［
】隅丸方形iO．90×0°94

i 30 iI il l
A

】

上　 i苦霊孟SK lll

92　　　C 7　f　2

】iN －48㌧W

！

】

A

ヲ

！西側SK 82に接

〝　　　　 語 ら霊K 93
上 o iII ！

1

93　　　C 7　f　2 －

円 形 jo・59×0・575

50 II

】

2 A

i

！／
北東SK　92を切
る

94斗 d 3

N －1330…W 不整楕円形 1．70×0．90
i
20 II 2

i
A

上 ′　　 isK 94B を切る

［

94〕十 3

－ （長方形）

i

15

1 i

1 A ／／

！
東をSK　94A に
よって切られる
西はSK　84

ヨ96 ト

N －1430－W

（長方形十 ×1・20

55 i I 6 A
i

11
SK　95によって
切られる

97 ic 7 i 4

N －140。－W

［

20

III i

i
6 iA

】

！

〝
SK　46，45によ

って切られる

100 ト

N －163．50－W 20 Ⅴ 1 A

】

／1

101 ト

－ （円　形）　－ ×1．70

l

20

l

Ⅴ
ii

3 A

】

11
北でSK 123を
切る

lI

2

；

i

A

l

／！
i

［

102 i c 7 日 －
N－48．5㌧W

l

楕　 円　形　 0．80×0．53

I　　　　　　　 i

15

［

II

［

103 C 6　f　o

［

N　－ 67㌧ W 隅丸長方形

l

1．98×1．36 40

】

I 1 A

】

〝　　　 ！

i

l

104 C 6　f　o N －1350－W 長　 方　 形 1．40×1．11 20 II

［

1 N

〝　　 ！

i

105 C 6　e　o N －1450－W （隅丸長方形）
i

1

－ ×1．47
i

l

30
l

III
i

3
i

N
i

1，陶磁器片1，不明 1

106 C 6　f　o

ト ＋ W

楕　 円　 形 1．40×1．10

i
！

20 】I i

［

3

i A

i

［

なし　　 i
i

107 C 7 g l

！N － 3。L W

楕　 円　 形 1．90×1．45 90 V j
i
2

】

j
A

土師質土器 1 ！

】】
i

108 C 6 g 9 N －1410－W
正 1．33×1．02

：

！

30 】

I i

i
［

1
i

i

N

！

なし　　 i

一206－



規　　　　模
位　　置

109i C6g～う

110－Ai C6　h　9

方　　　向

（隅丸万形日－wXl．23i　25

（方　形）；－×0．80

Il　：1　＼　なし

南西側でSK
110Bと重複

北側でSK
⊥⊥U　 ⊥つ L U H J F　互○ ！V I ∠　 A ／／ 撞 芸事露 五 〃

に切られる

111 恒 j 3 i N －1730…W i （不整方形）

i
～ ×0 ．84

！
i 30 i I i l

ii A
／／

112 巨 6 g 9 ！
：i N － 71 ㌧ W
！

楕　 円　 形
！0 ．23×0．67 50 回 6

N 縄文式二「器片4，弥＿′、1二武士一器汁3，
土師器ノ‘一一3，肉汁土器片5ト圭帥宮守
上器け5，陶磁器片こう

113－A i c 7 g 2
N　－ 59㌧ W （長方形） 1．09×－

j 40 回 l A なし　　　　 蒜 。㌢昌㌘ 南

113 －B 恒 f 2 N －1510 …W i （長方形） 1 ．54×＿ i

i

65 i I I A
！／

南東側をSK l13

A に切 られる
114 i c 7 f 2

N　－ 55㌧－W 不整長方形 1．44 ×0 ．40
40 回 2 A

1／

竺 A 恒 j 2

i

恒 丸 万形
1．05 ×1 ．05

i

40 回 1 A
！′

盲南西佃Uで・SK　 l15
B　と戴稜，　S D
3　を切る11司 C 7 j 2 N …1620…W i （楕円形） i

0 ．85 ×－ 30 V N 11
北東傾Uで・SK　 l15
A と重複，　SD
3　を切る
南西側エ リア外
北西側‘SD　 3 を
切る

116 i c 7 j 3
N －1230 －W 楕　 円　 形 1．29×0．65 70 II 6 A ！！

117 恒 g 3 「 …　 桓　 形
0 ．91×0 ．80 40 I 1　 A 縄文式土器片10

南側 SK　85と接

する
118 i c 7 g つ

N －56・5㌧W i不整楕円形 1 ．23×1．06
90 回 1

A なし

119 i c 71g 2 ，N － 6仁 W i楕 円 形 ’ ！
1．17 ×0 ．67 60 Ⅴ 1　 A ／！

西側で SK 120

と畢複

120 巨 7 g l i　　 巨 円 形） 0 ・92 ×1 65
I 3 A 縄文式土器片23

東側を SK l19

と重複
121 巨 6 g o i N … 83 ㌧ W 序 整楕円形 l

ユ．60 ×0．91 15 I 3 A なし

122－A
C 7 f l i

不 整 円 形
！

1．25×1．03 20 II
I
1 A 1／

SK 122B に北
側を切られる

122… B 恒 f l
N － 0 。

i不整楕円形 1 ・81×0 ・70 i 30
II 2 A ／／

南側で S K 122

A を切る
123 恒 ＝ i不 整 円 形 1 ・37×1・32 i 85

I 3 A ！！
SK lOlに南側

を切 られる

124
】C 7 g 2 t N － 7 ㌧ W i楕 円 形

0 ．87 ×0 ．67 30 I 3 A ／／

125 C 6　d　8 N　－ 84 CJ W 楕　 円　 形 2．55 ×1．64 20 III 2 N
縄文式土着謎片 18，弥生
式土器片2，土師昔話片 1，
陶磁著旨片　5

126 C 6　e　7
i

N －123．50－W 不整楕円形 1．29×0 ．90 15 II 6 A 縄文式土器片11

127 C 6　d　7
i
N　－ 94㌧ W （不整楕円形） － ×1．57 60 II 1 N なし 南西側がSK 128と重

複，北西側がSK 132
に　軋られ

128 i c 6 d 7 i N －1390 －W 恒 整楕円形）i［＿ ×1．07 巨 0
II 1 N ／！

北東側が SK 127

と重複

129
C 6 C 7 恒 20。－W

楕　 円　 形
i

1．75×1 ．37
！

30 II 2 N ！！

130 巨 6 C 4 i
円　　　 形 1．40 ×1 ．30 40 II 1 N ！／

！
131

C 6 d 5 ト 139・50－W i 楕 円 形 l・12 ×0・96 i 30
II 1 N

i
／！

132 i c 6 e 4 ！N …62・5㌧W i不整長方形
2 ．10×0 ．64

】
20 II 6 A ／／

133 i c 6 e 5 i　 i
不 整 円 形

1．42×1．24 ！
40 I 1 N ／／

134 巨 6 g 6 i N － 27㌧ W i楕 円 形 i
0 ．99×0 ．66

！
30 II

2 i
N ／1

135 i c 6 g 6 i N － 74 ㌧ W i楕 円 形
0．70 ×0 ．52 30 I 2

i
N ／／

－207－



土　 坑

番　 号

136

】

位　　 置 i

】
i

方　　　 向
l

序　 面　 形
規　　　 模 ；

」．一

i　　　　　　　　　　　　 ！
i　　　　　 、濱・ 朗 備　　　 考

長径×短径（m日深さ画 ニまと
】

2

ぎi

C 6 g 5
l

N －89 ．5㌧ W 楕　 円　 形 0 ・73 ×0 ・55　 20 i II
N ！

な し

13 7 C 6　f　4 N －11 10－W 不整楕円形 1．51 ×1．00 5（）
i

II i 2
ヨ

A i 弥生式土器片 3

13 8
I
C 6 d　6 N　－ 55 ㌧ W （楕円形 ） － ×0．98 2 5

i
II

】
1

】

N
［

な し
南東 が SK 1 27

を切 る

13 9 C 6　f　2 N －14 90－W （長方形 ） 1．92 ×－ 30

1

II 1 A ！
ヨ

11
】

北西側 が SD　 6

に切 られる

140 C 6 i 7 N　－ 70 ㌧ W 不整楕円形 1．35 ×0．85　　 40

】

I 3 A
I土師器片10

陶磁 器片 2

北 SD　 7 に切 ら

れる

141 C 6 g 8 N　－ 30 ㌧ W 不整楕円形 1．20 ×0．75 4 0 I 3 A な し
北西 SD　 7 と重

複

142 －A C 6　f　8 N －64 ．5㌧ W （楕円形 ） － ×0．60 25 Ⅴ 1 A ！／
西 SK 14 2 B　と
重複，＿＿上半を S
D　7 に切 らがしる

142－B C 6　f　8 N －13 80－W 楕　 円　 形
！
1．03 ×0．57 25

i
II 5

A 巨 ］ヒ東 SK 14 2 A
と重複， 東を S
D　7　に1刀らオLる

14 3
l

C 6　f　9 l
ll

N　－ 65 くL W 不整楕円形
】
1．36 ×0．75 4 0 I 4 A 1／

14 4
lllC 7 e l ！N －13 70－W 楕　 円　 形 1．04 ×0．85 7 0 II 1 A

縄：文式土着謎片1，弥生式
土器片4，土師箸語片1，内
王寺‾土着謎片 1

14 5 C 7　e l － 円　　　 形 1．23 ×1．14 25 II 1 A な し

14 6 C 7 d l N －13 30－W （長方形 ） 1．47 ×－ 20 II 1 A　 l／ 北西エ リア外

147 C 7　e l － 不 整 円 形 1．21×1 ．14 55 I 2 A 11

】

14 8

14 9

15 0

15 1

15 2

1 53

C 6　e　2

C 6　e l

C 5　e　o

C 5 d　o

C 6　a　2

C 5 d　o

N　－ 81㌔一一W 不整長方形 1．95 ×1 ．20 4 0 II 4 N
縄文式土器片 1

土師器片 2

［

N　－ 85㌧ W 不整楕 円形 1．50 ×0．73 30 I 3
A 巨 師器片 4

N　－ 60 CJ W 不整楕 円形 1．37 ×1 ．14 70 I 4 N な し 撹 乱坑

N　－ 60 ㌧ W 楕　 円　 形 1．75×1 ．45 50 III 3 A ／／ 撹 乱坑

N　－ 56 CJ W 楕　 円　 形 1．37 ×1 ．06 20 II 1 N 11

N　－ 29㌧ W 楕　 円　 形 1．68 ×1 ．38　　 20 III 2 A ／／
】

154 C 7 i l N　－ 57㌧ W 楕　 円　 形 0 ．98 ×0 ．81 50 I 6 N ／／

A
北西側 SD　 6 を

155 C 6 d　3 N －151リーW （円　 形ノ 1 ．11 X － ZU 11 1 A コ二日目J首百八［4 切 る

156 C 7　j　3 N　－ 58㌧ W 不 整楕 円形 0 ．96×0 ．70 20 II 1 A な し

l

15 7－ A C 5　a　9 N　－ 52㌧ W （長 方形 ） 2 ．88×－ 50 I 1 A
縄文 式土着詰片1，土師器
片3，内耳 土器片2，陶磁
器 片 1

長　 方　 形 － ×0 ．9 30 I 1 A な し157－ B B 5　j　9 N　－ 64㌧ W

158 C 6 i o －
円　　　 形 0 ．72×0 ．62 50 I 1 A 11 S 1　 6 を切 る

159 B 5　j　9
l N －51・5㌧W

（長 方形 ） － ×0 ．65 9 5 I

】

1

I

A 内耳土器 片 3

楕　 円　 形 2 ．22×1．71 2 0
l
II 3 N な し160 C 5　b　7 N －1220 －W

16 1 C 5　b　6 N　－ 57 ㌔－W 不 整楕円形 1．90×1．28 i 1 5 III 2 N
縄文式土器片 3

内耳土器片 1

16 2 C 5　b　6 N －149 0－W
不 整 隅 丸

長　 方　 形
1．67×0 ．93 3 0 I 1 N

縄文式土器 1

！　　　　　　　　　　　　　口

164－ A C 5　b　8 N －1500 －W （長方形 ） 2 ．5 ×一．－ 35 I 1 A ′　　　　　J　　　　　　　　　　　　　ゥ
ぼ 雷孟誌吉警質土器 片

Ei南 西佃りカfSK 164
B をヰ刀り，西 SD

8 に1刃られ る

164－ B C 5　b　8 N －1570 －W 長　 方　 形 2 ．71×1．88 8 0 II 1 A な し

－208－



向下面　形

164－Ci C5　C　8；N－58．5LW

N…161。－W

B5　j　61N

（長方形）

不整隅丸
長　方　形

規　　　　模

長径×短径両

ー－×0．63i　35

1．13×0．85

58㌧Wi不整長方形i2．69×0．82

出　土　遣　物　［　備　　　考

I l　．・＼　なし

縄文式土器片2

十
東側がSK164
Bに切られる

168 i B 5 j 8

［

i N …10 60－W ji不整楕 円形

；

五 00 ×0．83 ！ 40

S　　　　　　　　　 i

i I j 6 ！A

［

［i な し

；

慄 豊 SK 16 6と

169 i c 5 b 8
N －14 60－W

；
不整楕円形

五 65×1．35 ！ 70

】i

I i 2
A

i

［
／／

東側 がS D　 8 と

i接 している

171 j A 5 i l
N　… 47 くL W

i不整楕円形 ヨ：
1．23×0 ．76 3 0

】
II　 3 N

】】
／！

202… B B 5 g 4 N　－ 51 L W

］

（長方形 ） 2 ．25×－
j

2 5 I i l A ／／

204 B 5　f　4 N　… 59 ㌧ W ［長 方 形 2 ．00×1．30
j
】 65

i
I

上
A 〝

20 5 i B 5 h 5

】
N …51．5㌧ W

l
不 整楕円形 1 ．30×0 ．90 2 5 I

i

4 N
〝　　　　 i

i

20 6 B 5 g 5
N … 45㌧ W 序 整楕 円形

1 ．70×1．05 5 0 I 3 A 11
i　　　　　　　　　　　　 】

南 SK　20 9B に

切 られ る

207 B 5　h　6
N －54 ・5㌧W i長 方 形

2．25×0 ．85 90
】

I
】
1 i A ！／

南SK 210，南西

S K 209B と重複

20 8 B 5　h　6
N －14 60 …W 】杯 鮒 円形）

… ×0 ．80 60 II 3 A
内耳土器片 3　　　 】

陶磁 器片 1
北東側 SK　210

に切 られ る

209－ A B 5 I1 5
】

N　－　 4 ㌧ W　 不整楕 円形 ミ1．00 ×0．65 40 III 5 A な し

2。9－ B i

［

B 5　h　5 N　－ 5丁㌔－W （長方形 ） － ×0．95
［

30 I 1
ヨ7

A ！／
」とてこ・SK　Z06を切
り， 北東で、S　K
2∩7ケ東ネ慮

210

［i B 5 I1 6 l

N　－ 53 ㌧ W

ト

（長方形 ）

1

－ ×0．65

l

95

ヨ

I

1

4

E

A
】

ヨ縄文 式土器片 3

土師質土器片 1
南 SK　208を切 る

213 C　4　C　4 N …15 30一。W 楕　 円　 形 1．60×1．05 4 5 I 2
】

N な し

i

2 14 C　4 i 4 N　－ 21㌧－W 不整長方形 2 ．15×1．40
［
－　20

l

l
II 1 N ！／

215 B　5　d　6

】
－ 不 整 方 形

】

1．7 ×1 ．7 2 5

l

i
I 4

i
N

i
／／

220 B 5　f　7 N …49．5㌧ W 円　　　 形
i
用 ．95×0 ．90
；

60 III 2 A
土師質 土器 片 1

内耳土器 片 1

222 B 5　e　5
】】
N －50．5㌧－W

1
不整長方形 2 ．70×2 ．10 2 5

i
白I

i
3 A

縄文式土器 片7，土師著旨
片1，土白市質 土着差片2，内
二日‾土器 片‾1

22 3
】
B 5　f　5 ［N －103。…W 不 整楕 円形

［
1 ．45×0 ．80

l
3 5

I
II 1 A なし

22 6 B 5 g 7 N －45．5㌔－W
［
（隅丸方形 ）

ii
i－ ×1・3 2 5 I 1 A

l
／／

SK　225を切 り，
SK　219 ・227に切
らオLる

22 7 B 5 g 6 i N …14 50 －W
日 長方形 ）

！

－ － ×0 ．55
】； 55

I 1 A ／／
．SK　22 6 ・22 5を

切 る

22 9
i
B 5 i 8 N　… 50㌧ W

［［！楕　 円　 形

】

】
0．91×－ 20 I

i
l A

】
〝

SK　228を切 り，
南傾りてこ、SD lO に
切 らかL る

1
23 0 A 5 i 3 N …12 70 …W

日 長方形 ）
－ ×0．8 40 II 1

A i
！．／ ；

北東側エ リア 外

232
l

A 5 i 4 i
】

（楕円形 ） 20 II 3 N ！／ 大部分エ リア外

233 B 5 g 6
iiN －14 60 －W （隅丸長方形） 1．43 ×－ 60 ［Ⅴ 2

A i
／′

SK　234と北東頒叫
で・重複，南西側
SD lOに1男らオtる

234 B 5 g 6 N －14 90－W 】

；

】
（長方形 ） － ×0．65 －

i
I 1 A 1！

i

2 36
i

B 5 g 6 i
i

N －65 ・5㌧ W i （楕円形 ）

1

0 ．93×－ 要
i

30
［

】
I 6 A l

i
11

】；

南側 で SK 234に

切 られる

237
B 5 g 6 ！

ヨ

［
N － 55 ㌧ W i

ヨ；

j
（楕円形 ） i

［

－ ×0 ．6 3 0

】

I 1 N
！

′′　　　 i
SK　235に切 ら

れる

239
i

B 5 e 3 i
i

N －149．50－W 隅丸長方形
‡i

1．98×1．37 2 0 II 1 N
土師器 片 4　　　　 i

内耳 土器片 1　　 1

－209－



土　 坑

番　 号
位　　 置 方　　　 向

［

ら

平　 面　 形

i

！ 規　　　 模 l
i壁面

；

！

】坑底

i覆土i 出 土 遺 物

j　 j

Ei
i 備　　　 考長径×短径中 榊

240 B 2　j　O
i N － 65㌧ W

楕　 円　 形
】1・60 ×1 ・1可 40

Ⅴ

ヨ

1

i

I

】A 序 し

24 1 C 3　a l N …15 20 －W
i
i楕　 円　 形

！
0・85×0 ・65 i 3 5 III 2

ヨj

回 〝

24 2 B 3 g 2
i［N －15 00－W

不整楕円形
1・43 ×0 ・77 i 20 】

III 1
回 〝

24 4 B 3 i l

l
－ 円　　　 形

ヨi

0 ・94 ×0・79 i 45
III 1

】

A 巨 i

2 4 5 B 3　j l N　－ 64 ㌧－W 隅丸長方形 3 ．50×0．74 50 I 1 A ！／
S K 246と重複

S K 248を切 る

246 C 3　a　2 N －76．5CL W （隅丸長方形） 1 ．85×－ 45 II 1 A ！／
北 でSK 249 と

重複

247 B 3　b　3 － （方　 形 ） … ×1．05

】

10 0 I 1 A ／／
SD 1 6を切 る

大部分 エ リア外

248 B 3　j　2 N …58 ．5㌧－W
i

隅丸長方形 1．20 ×0 ．20 2 0 I 2
A 巨 南 でSK 2 45に

切 られ る

249 C 3　a　2 － 円　　　 形 1．05 ×1 ．10 5 0

】

I 1 A ／／ S K　24 6と重複

25 0 B 3 g 3 N －15 10…W 長　 方　 形 2．44 ×0 ．95 30 II 1 A ／／
SD 15，SK　252

に切 られ る

251 B 3　f　3 N －14 30－W 隅丸長方形 1．15 ×0．75 30
i
II 6 N ／／

25 2 B 3　f　3 N …104 0－W （長方形 ） － ×1．10 ！ 30 II 3 A 11
S K　250・SK　253
を1刀r），　SD　15
に切 らオ‾しる

253 B 3 g 2 N －1630 －W
（不整隅丸

長 方形） 1．50×… 20 III 2 N ／／
東側SK　252に

切 られる

254 B 3　j　7 N －1780 －W
（不 整

隅丸 方形） － ×1．75 3 5 II 2
i
A

土 師器 1，土師器片 13

土 師質土 器片 1

25 5 B 3 i 7 N －88．5㌧W （不整楕円形） 2 ．10×－ 15
l

III 1 N 土 師器 片3，不明 1

25 7 B 3　h　2 N …14 70 州－W （不整長方形） … ×1．10 3 0 II 4 A な し SK　258と重複

25 8 B 3 i 2 N　－ 40 と一一W 不整楕 円形 2、00 ×0 ．80 2 5 II 3 A ／1 S K 257くと重複

259 C 3　b　6 N －15 30－W （不整長方形） － ×1 ．00 20 II 3 A ／！
SD　21をヰ刀り，
SD　20に切 らオt
る

26 0 C 3　b　6 N　… 83 ㌧ W 楕　 円　 形 1．20 ×0 ．83 6 5 Ⅳ 1 A 1／ SD　22を切 る

261 C 3　a　6 N　－ 70 ㌔一一W 不整楕円形 1．00 ×0．60 70 Ⅳ 1 A ／／

［
2 62 C 3　b　 7 N　 － 68 ㌦ W 不 整 長 方 形 2 ．0 2 × 1 ．10 20 II 6 A ／1 S D　 22 を切 る

2 65 F 2 i 7 N　 － 4 7 ㌧－W
！

不 整 長 方 形 2 ．2 × 1 ．60 25 Ⅴ

I

6

】

A ′

】2

内 耳 土器 片 6
南 で S K 269∴ 東

で S K 270と重 複

26 9 F 2 i 7 N　 － 9 1 ㌔一一W 不 整 楕 円 形 1 ．5 0 × 1 ．30 6 0 II 6 A な し
北 で S K　 265， 北

東で S K 270 と重 複

27 0 F 2 i 7 N … 16 70 － W 楕　 円　 形 1 ．5 0 × 1 ．0 0 10 III 5 A ／／
西 で S K 265， 南

西 で S K 269と重 複

27 3 － B F 2　 j　7 N　 … 9 1 ㌧ W

i

不 整 楕 円 形

l

2 ．18 × 1 ．2 0 3 5

i

II 6 A ！／

i l

2 74 － A G 2　b　 7 N　 － 8 1 ㌔一一W 不 整 長 方 形 2 ．33 × 1 ．0 5 2 0 III i l A ！／
東 S K 274B に切

られ る

27 4 － B G 2　b　8 N　 － 7 2 ㌧ W 隅 丸 長 方 形
！

1 ．30 × 1 ．1 0 70 II 6 A ／1
西 S K 274A を切

る

2 7 5 F 2　j　7 N　 … 23 ㌧ W 円　　　 形 1 ．18 × 1 ．0 0 20 II

i

1 A 内 耳 土 器 片 1

2 7 6 G 2　 a　7 N － 163 ．50 －W 不 整 楕 円 形 1 ．0 5 × 0 ．88 50 Ⅴ 6 A な し

2 80 G 2　b　 6 N　 － 8 3 ㌧ W 不 整 方 形 1 ．4 0 × 1 ．3 0 20 II 1 A ！／

28 1 － A G 2　a　 5 N － 1 540 － W 不 整 長 方 形 1 ．6 0 × 0 ．95

［

4 0 I
】

1 A ／1
西 S K 281B と重

複

－210－



282i G2　b　6 ＼▼一一一　主上1J一一一一一W 不整長方形 2．62×1．35！30「‖3iAiなし

G2a6；N…94．50－W［不整長方形［1．81×0．81［60　白I

N－1790
．

287 巨 2 j 〕i N －40㌧

288 i G 2 a 5

i

i
j N ‾1500‾

i l

、　　　　　　　　　　　　　一　一・　ii円　　　　　　　　　　　15

不整長方形

楕　円　形

－　▲一　　、　　－1　　　　「

1．56×1．13

1．45×0．85

内耳土器片2

L師質土器片1

よし

南SK295と重複

西SK　285Bと

北SK　380に切
られる

28 9 i G 2 a 4 恒 5 50 － W i 隅 丸 長 方 形
i l ・2 7× 1・0 5

4 中 I
1 A な し

29 0 巨 2 i 5 i N － 15 10 －W 序 整楕 円 形j

ii

1 ．5 5×1 ．0 3
】

60 i Ⅳ
j

5 A
内 耳 土 器 片 4

陶 磁 器 片 4
29 1 i F 2 i 5 i N … 30 ㌧ W 不 整 楕 円 形 j

2．30 ×1．1 5
j 40 i Ⅳ

！

1
6 A

縄 文 式 土 器 片 5

内 耳 土 器 片 1
294 巨 2 C 6 i N － 77 ㌧ W …不 整 長 方 形

1．7 6 ×0．60
i lOO i Ⅳ

1 A
内 耳 土 器 片 3

土 師 質 土 器 片 1
2 96 i G 2 C 4 i　 序 整 円 形

1．5 0× 1．35
4 0 i II

1 A な し
】

2 99 i G 2 a 4 年 28 ・5㌧ 中 不 整 長 方 形 ！
1 ．5 5× 1．3 0

5 0 i I
5

i
A 11

30 上 A i G 2 b 3 上 98 ㌧ W 序 整 楕 円 形
1．67 ×1 ．2 5

80 回
3 A

内耳 土 器骨 3

土 師 質 土 器 片 1　 ！

北 S K　 30 1B と

重 複
3 0上 B i G 2 b 3 i N … 75 ㌧ W j不 整 楕 円形 ま

1．60 ×1 ．1 2
55 回

2
】

A な し　　　　　　 】
南 S K　3 0 1A と

苗 姫

302
［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j
G 2　b　3　　N －1540－W

i楕 円 形 信 9×司 4声

1　 A ／／

ヨElうC

303 i G 2 b 3 N － 25 ㌧ ・W 不整楕円形 …1・48×0 ・83 i 5中
2 A ／／

313
F 2 i 6 「… 570 －W ！不整楕円形 il ・85×1・10 75 i v ！

5 A ／／

315 巨 2 a 6
N　… 30㌧ W 不 整楕円形 1 ．71×0 ．70

∫ 65 ！Ⅴ
3　　 A 内耳土器 片 1

316 i G 2 a 4
N …1570柳…W

晶 円 形 恒 5 ×0 ・65 40 i II
2　　 A な し

322 i F 2 e 6
N －1550－W

！隅丸長方形 i l．29×1．。。 2。 I

i
1　 A ／！

323 巨 2 i 7 恒 430…W 隅丸長方形 五 85×1・45 i 15 iIII
3　　A ！！

324 巨 2 d 6 i N － 1 ㌧ W j不 整長方形 il ・37×0 ・85 i 90
I 6 A ！／ i

326 i F 2 C 5 恒 56㌧ 当 隅丸 長方形 i2 ・36×1・可 10
m 1 …　A ／！

l

i
335 i F 2 d 言 N －1650 －W

i
楕 円 形 巨 ・00 ×0 ・95

】i
40 i I 1 竺I ／！

l

337 i F 2 d 8 N － 45 ㌧ W ［

ヨ

棺 ㌃ 中 29 ×0・95 i 3日 I
3 i A ［ ／！

南東SK　357に
切 られ る

338 i G 2 C 2 N － 61 ㌧ W l不整長方形 i2 ・10×1・09 20 i I 1 回
11

342 巨 2 C 9 j 僧 形 ） io ・98×… 巨 0 回 1 i A 縄文 式土器片 1
土師質 土器片 1 東S K　352を切 る

346 巨 2 b 中 一 2 ㌧ W 不 整楕円形 il ・35×1・0車 中
3　　A な し

349 i F 2 b 9 i N －45 ・5㌧W j

i

不 整 方 形 i l・06 ×0 ・90 i 40 回
3 回

】

／／
i

；　　　　　　　 ［
350 巨 2 b 中 N － 67 ㌧ W ～

！
楕　 円　 形 i l・57 ×1・30

20 i I 5 i A
／！ SK　351を切 る

博　　形 0．92×0．86
SK　350に切ら
れる

－211－



番　 号
位　　 置 i 方　　　 向 ；平　 面　 形

】

箇 料 丁 司 壁面i坑底 覆土［ 出 土 遺 物 i 備　 考

352 F 2　C　9
N － 52 ㌧ 訂 蒜 蒜 形 1 ・16×0 ・88 i 5日 II i 2 きi

A
i な し　　　 麿 342に切 ら

353
i F 2 C 9 ！　　 円　 形 五 31×1 ・10 ［ 40 I中 I

i A
】

i　　　　　　　　　 i
11　　　　　　　　　　　　　　　　 i

i

3 55 F 2　d　7
N －1280 4 不鮒 円形 i2 ・00 ×l ・02 i 3中 国 A 〝＋ ＋ ［

356… B F 2　a　o
N － 58 ㌧ Ⅵr ；隅丸長方形 il ・88 ×1 ・26 i 40 い ‖ A 〝　　 i sK 356A を切 る

A
i】

！／　　　　　　　　 】
i

358
】
F 2　C　6

i N －136。－W ［不 整楕円形 1 ・52 ×0 ・62
70

！
II 1

3 59 F 2 i 8 N －14 70 －W　 不 整楕円形　 2．82 ×1 ．27 25 III　 l A
】

／／

361 G 2　d　4
N － 66㌧ W 不 整長 方形 il・77 ×0 ・98　 30 II 2 A 内耳土器片1，不 明 1 】

】

36 4 G 2　C　6
N p 5 6㌧ W 長 方 形 il・46 ×1 ・10 】 30 i III I A j

なし　　　　　 】
】

366 F 2 i 4
N … 64㌧ W 不 整長 方形 i l・38 ×0・86 60 i I 3 A j

〝　　　　　 】

368 F 2　h　5 N － 48㌧ W　 不 整楕 円形 1．21×0．55 70 II　 2 A 】
′′＋ ＋ ＋ ＋ 】

369 F 2　f　6
N ＿12 10 ＿W 】不 整楕 円形 1．23 ×。．66　 20 III I A

】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】
／／

370 F 2 i 6

】
N　－ 71㌧ W 楕　 円　 形 1．50 ×0．86 25　 V 】6 1 A 1／

37 2 F 2　j　7
N －14 60－W 不 整楕 円形 i l・80 ×1・20 30　 中

A ／！

37 4 G 2　a　8
N －62 ・5㌧W 不整隅丸方形 】1・35 ×1・13 40 可 1

A 11

37 5 G 2　a　7
N － 25㌧ W 不 整楕 円形 恒 2 ×1・08 65 可 3

A 1／

37 6 G 2　a　7
不 整 円 形 0 ・96 ×0 ・92 50 I 】3

A ／！

37 8

l

F 2　h　7
N －1130 －W 不整楕 円形 1・28 ×0・87 50 V 3 ！Al

】

内耳土器片 6，土師質土

着紺 一1誹毎磁器片 3

37 9－ A F 2　h　7

N －19 20 －W i （不醐 形） 1・55 ×… 50 III 5 l A 巨 師質土酎　　 豊霊 SK 379B と

37 9… B F 2　h　7
巨 円 形） … ×0・77 70 I… A な し　　　　 霞SK 379A と垂

38 0 F 2　j　5
N －14 20 4 楕 円 形 E l・37 ×0・98 70 I 5 A 望蒜志望芸 是 2　 慄 東SK 287と垂

［　　　　　 ［ 】】j
S K　266に切 られ

382 F 2　j　4 N　－ 72㌦－W 巨隋　 円　 形 1．29 ×0．93 20 11 ∠ A P L i る

［
38 9 F 2　j　8

N －156・50－W は 響 志
1．34 ×0．66 70 I

［
6

1

A 】 ′′

】

390 F 2　j　9 N － 17 ㌧ W　 不 整 方 形 1．16 ×1．15 40 II i l． A 十

39 7 D 2 i 8 N －17 30－W 楕　 円　 形 1．37 ×1．14 85 I 5
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譜 位 置

；

巨　 向 恒 形 ！ 規　　　 模 i

棒 径×短径西 司 壁面

きi
i坑底

I

覆土

j

i
i 出 土 遺 物

i

［

備　　　 考

1！
405 i D 3 e 9

上 47㌧ W i楕 円 形 】ヨ1．05×0．82　　85　 II 2 N なし

406 i D 3 e o ！円　 形 1・11×0・9中 5 iIII i l iE
N

′′　　　　 ！轍乱坑

407 恒 e o …　 i円　 形 1・35×1・3→ 40
Iつ 6 A 11 撹乱坑

408 i D 3 e o N －57㌧ W j楕 円 形 …0・93×0・67 i 20 ！
II 2

l
N 1／ 撹乱坑

1　土坑（第137図一第161図）

本項にまとめた土坑は，304基である。この中には9　木の根痕と見られる土坑やいわゆる芋穴

を含めている。また，前述したように中世の遺構と考えられるが決め手を欠く土坑も，同時にま

とめている。
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2　溝（第162図～第176図）

本項にまとめた溝は，25条である。この中には，前述したように屋代城に先行すると考えられ

るが決め手を欠く溝や，近e現代の根切溝と考えられる溝が含まれている。

表28　溝一覧表

番　 号 位　　 置 角　　　 度

i断 面 形
規　　　　 模

底面 覆土 出　 土　 遺　 物 備　　　 考
長 さ×幅（m）深さ両

土

1 C 7 i 3 15 0。 逆　 台　 形 3 ．2 ×0．9 2 0 III 1 N な し

2 C 6 16 30 皿　　　 形 （20）×1．3 3 2 Ⅴ 6 N 土師器片 1
麿 票芸電 工

i
3 C 7 67 0 逆　 台　 形 10 ．2 ×1 ．2 20 III 4 N な し

5 C 6 1 46 0 ／！ 9 ．5×0 ．8 26 II 1 N ！／

6 C 6 15 00 半　 円　 形 （13 ）×1．3 4 0 III 2 N ／／ エ リア外へ延 びる

7 C 6 15 4。 逆　 台　 形 13．5×1．4 3 7 III 6 N
縄文式土器片4，弥生式土器片
1，土師器片2　，中世土器片
203，陶磁器片17，砥石1

8
B 5 ・B 6

C 5
14 90 ／／

i
（35）×1 ．5　　 40 工I 1 N

警欝 詣 鵠 漂 嵩 霊 つ

片98，陶磁器片21，砥石1

中也 エ リア外へ

延 び る
1

9
B 5 ・B 6

C 5

！
148 0 ！／ （40）×1 ．3 50 III

2 i
N なし 地境 溝か， エ リ

ア外へ延 びる
9

ー　B 5 ・B 6

C 5
148 0 ！／ （4 0 ）×1 ．3 50 III 2

i N
なし

地 境 溝か ， エ リ

ア 外へ 延 び る

10 B 4 ・B 5 5 70 ・13 80 ・5 30 ／！ （6 6 ）× 0 ．7 3 5 II 1 N

ヨ
縄 文 式 土 器 片 3，土 師 器
片 1，中1辻土 器 片 10 ， 陶
磁 著語呂一　3

I
根 切 軋　 エ リア

外 へ 延 び る

11 B 5 5 60 、 ／！ （18 ）× 1 ．1 5 0 II 3 N な し
エ リア 外へ 延 び

る

12 B 3 ・C 3 15 40 皿　　　 形 （20 ）×0 ．9 20 III 6 N な し 1／

1 5 B 3 150 0 ／！ （14 ）×1 ．5 38 III 2 N
土 師 器 片 2 ，中世 土 器 片

3，陶磁 器 片 3
／／

16 B 3 63 0 ／／ （1 3 ）×2 ．3 4 5 III 2 N
縄 文 式 土 器 片 3 ，中世 土

器 片 9，陶磁 器 片 2 ／／

17 B 4 14 90 逆　 台　 形 （2 ．7 ）×0 ．8 15 II 1 N な し ／1

18 B　5

l

13 50 半　 円　 形 （2 ．7 ）×0 ．8 2 0 III 2 N 土 師 器 片 1
／／

1 9 B 3 ・B 4 6 30 逆　 台　 形 （3 6 ）×0 ．9 30 III 6 N な し
麿 ‰ ・言 リデ

！
20 C 3 13 10 ・1 560

l
皿　　　 形 1 1 ．6 × 0 ．8 15 II 2 N ／！

2 1 C 3 68。 ／／ 5 ．4 ×0 ．7 20 II 6 N 土 師 器 片 1

】

2 2 C 3 6 50
i 逆 台 形

（6 ）× 1 ．2 10 III 1 N 土 師器 片 4

2 3 C 3 15 90 皿　　　 形 3 ．8 ×0 ．7 1 0 III 4 N な し

29 E 3 ・F 3 15 60 逆　 台　 形 （63 ）× 1 ．7 50 II 1 N
縄 文 式 土 器 片 13 ， 中 世

土 器 片 101， 陶磁 器 片 20

中世 ， 第 3 号 堀

に切 られ る

30 D 2 ・D 3 74 0　 ・0 0 ／／ （6 1 ）×1 ．8 40 III

i

2 N
！

縄 文 式 土 器 片3 8， 同 土
器 片 金垂 1 ， 中一匪土 器 片
1 ， 陶 磁 器 片 3

－ 書βS D　 3 1 と重
複 ， 中世 ， エ リ
ア 外 へ 延 び る

31 D 2 ・D 3 8 10 ／／ （4 2 ）×1 ．5 4 0 III 2 N な し
S D　 30 と重 複 ，
中 ．1坦二， エ リア 外
／＼延 び る

32
E 2

F l ・F 2
14 70 ・1 620 ／！ （9 5 ）× 1 ．3 2 0 II 6 N

縄 文 式 土 器 片 1 5， 中世

土 器 片 1 ， 陶 磁 器 片 1

第 5 号 堀 跡 に切

ら れ る

3 3 C 3 ・D 3 140　 ・62 0 ／／ 4 1 × 0 ．7 1 5 II 1 N な し
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第且節　縄文時代（第177図）

当遺跡における縄文時代の遺構は土坑15基である。これらを大きく分類すると，縄文時代中期

後半の土坑（5基）と同後期前半の土坑（8基），及び時期不明の土坑（2基）に分けることが

できる。

中期後半と考えられる土坑は，A5区に1基，D3　e E3両区に4基が分布している。A5区

の1基は，調査エリアの北側にも同時期の遺構が存在することをうかがわせる。一方，D3e E

3両区にまたがる4基については，すべて加曽利E期の後半と考えられ，同一時期に営まれたも

のと考えられる。この4基の中で，第409号土坑は，ファイヤーピットか住居跡の炉跡の名残りと思われ

る。炉跡の名残りである場合は，住居跡の床面はすでに削平されてしまったものと判断されるわ

けであり，D3　e E3両区に分布している3基の土坑は，この住居跡の近辺に掘り込まれたもの

である可能性が高くなる。しかし，この第409号土坑をファイヤーピットと住居跡の炉跡の名残と）のい

ずれに判断しても，当遺跡において出土した縄文時代中期後半の遺物がごく少量であることから判

断して，当遺跡に営まれた当時の集落は極めて小規模なものであったことは確実であり，むしろ，

いわゆるキャンプとしての性格を有するにすぎないとさえ言い得る。これは，当遺跡の北西約600

mに位置する縄文時代中期後半の大集落を含む南三島遺跡との関係を含めて考えなければならな

い問題である。したがって，ここでは縄文時代中期後半における当遺跡のあり方として，その可

能性を含めて「極めて小規模な集落が営まれていた」。「キャンプ程度の居住が行われた」の二

点を提示するにとどめたい。

後期前半と考えられる土坑は，A5区に5基，C5区に1基，C7区に1基，D3区に1基が

分布しており，中期後半の土坑に比べて分布範囲が広い。また，A5区に5基がまとまって存在

していることから，調査エリアの北側にも同時期の遺構が存在することが考えられる。この場合

にも9　前述した縄文時代中期後半における当遺跡のあり方をそのまま摘用することが可能である。

すなわち9　縄文時代後期前半における当遺跡は，集落としての規模は極めて小さかったか，ある

いは一時的に居住したに過ぎないと思われ，集落が営まれたにしてもそれは調査エリアの外側で

あったと考えられる。

一方，当遺跡から出土した縄文時代の遣物は，縄文時代後期前半の土器及び土器片が最も多く，

同中期後半の土器片がこれに次いで多い。これらは，縄文時代における当遺跡のあり方をそのま

ま反映しているものと思われ，集落であれば後期前半の方が規模が大きく，キャンプであればよ

り数多く営まれたことを示していると判断される。各土器及び土器片は，この地域の同時期の遺
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跡に一般的に見られるものが圧倒的に多い。その中で，23の深鉢形土器には，胴の張りが強いと

いう器形的特徴と，突起とその下位に施される文様が2個で1単位になるという文様的特徴があ

り，この時期の他地域における文化の影響を受けていると考えられる。

また，少数ながら早期の土器片（91－100）が見られることから誹電文時代早期の段階にはすで

に人々が居住していたと考えられる。しかし，この時期の遺物は極めて少量であり，集落を形成

したか否かについては，不明とせざるを得ない。

石器・石製品等では，有舌尖頭器（297）e掻器（299e300）等がある。有舌尖頭器は，遺跡の

北東側に入り込む小支谷に堆積する黒色土中から出土しており，表面は腐食が著しい。狩猟等に

用いられたものが，先端部を欠損したために投棄され，小支谷に流れ込んだものと思われる。縄

文時代草創期の遺物と考えられ，本県から出土した中では大きい方である。掻器は，ローム上面

から出土しており，縄文時代の早い時期のものと考えられる。このほか，石皿（295e296）等が

出土しているが，時期等の詳細は不明である。しかし，石皿が出土したことにより，これまで述

べてきた縄文時代のいずれかの時期に，集落が形成されていた可能性は極めて高いと言うことが

できるであろう。

第2節　弥生時代（第178図）

当遺跡で調査した弥生時代の遺構は，住居跡5軒である。これらは，すべて遺跡の北寄りの部

分，つまり遺跡の東から北へ入り込む谷側に寄った台地上に位置している。5軒の中で，第2号

住居跡はその一部を調査したにとどまり，形状e規模・時期等の詳細を明らかにできなかったの

は，先述したとおりである。したがって，本項では第2号住居跡を除外して論述する。

4軒の住居跡は，いずれも当遺跡に先立って調査された屋代A遺跡における弥生時代の集落の

一部であったと見なされ，住居跡の規模e構造等で共通点が多い。屋代A遺跡での住居跡の分類

に従えば，第9号住居跡がやや大型，第1号・4号弓6号住居跡が中型になる。この中で，第1

号e第16号両住居跡は，第4号e9号両住居跡に先行していると考えられ，弥生時代後期の集落

変遷の一端がうかがえる。

遺物にあっても同様であり，土器及び土器片はすべて弥生時代後期に位置付けられる。長岡系

（長岡式の影響を受けたと見られる土器）のもの（449など），印旛・手賀沼系（いわゆる印手式

の影響を受けたと見られる土器）のもの（365など主　十王台系（十王台式の影響を受けたと見ら

れる土器）のもの（402など）があり，305e441は「屋代式土器」と仮称されたものである。しか

し，屋代A遺跡で報じられた「南関東系」の土器は確認できなかった。

当遺跡の東側約500mに位置する外八代遺跡で調査された4軒の弥生時代の住居跡は，遺物等か
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ら判断して，当遺跡や屋代A遺跡の弥生時代の住居跡と同時期であると思われる。このことから，

弥生時代後期には当遺跡から外八代遺跡に至る台地上に，集落が営まれていたことがわかる。し

かし，その集落が一つのまとまった大規模なものであ／ノたか，あるいは小規模な集落が並んでい

たのかについては，不明とせざるを得ない。

第3節　古墳◎奈良◎平安時代（第179図）

当遺跡で検出された古墳・奈良e平安時代の住居跡は，弥生時代と同様に屋代A遺跡で調査さ

れた同時期の集落の一部であると思われる。ここで述べる住居跡は，弥生時代の住居跡の分布状

況と同様に，遺跡の東から北へ入㌢）込む谷側に寄った台地上に位置しており，弥生時代を含めて，

住居跡が立地するための共通の制約が存在したものと推定される。この点については，後で再度

検討を加えることとする。

遺構の項で述べたように，五領期の住居跡が1軒，鬼高期の住居跡が6軒学　真間期の住居跡が

2軒9　国分期の住居跡が1軒，各々検出されている。五領期e鬼高期の住居跡は，各々の時期の

後半に位置付けられると考えられ9　特に第11号住居跡にあっては鬼高期の最終末期にあると思わ

れる。第5号e6号88号・14号各住居跡は，出土遺物が無いか，あるいは極めて少量で時期を

判断することが困難であることから，時期不明とした、しかし，その中にあィ′ノて，住居跡の構造

等から判断して，第14号住居跡が真間期，第5号88号両住居跡が国分期に含まれる可能怪か高

い。

遺物では，屋代A遺跡で出土した土師器と比較すると9　器種が少ない点を指摘することができ

る。これは，遺構数が少ないために出土遣物の総量が少なかったためであると思われる。一方，

この遣物の中には，「下野型望＿」あるいは「常陸型婆」と呼ばれる無形土器か見られる。この一

群の婆形土器が出土しているのほ，第3号。11号e13号各住居帆第封は号の亮である。全部で11

個体分が出土しており，大型の葉形土器（538・543などさ　と小型の婆形土器（5430585）がある。

このほか，甑（537・583）があるが，小型の婆形土器とともに2個体しか見られないことから

この「下野型婆ル」あるいは「常陸聖婆」に見られる胴乱下半の縦位の箆みがきほ，大型の婆形土

器に施されるのが一般的であったと考えられる。第7号住居跡出土の葉形土器は，胴部に縦位の

箆削りを施し，胴部下端に横位の箆削りを施している。この技法は，横位の箆削りが胴部下端に

偏っているものの，上総・下総両地方に広く分布する婆形土器に施されている技法と同一であり，

その影響を受けたものと思われる。

ここで，本節の冒頭で述べた「共通の制約」について考えてみたい。当時のこの地方で，集落

の立地条件として考えられるのは，地形と生活基盤（耕地）である。当遺跡にあっては，地形的
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な条件で台地の北東辺に寄った位置に集落を形成したとは考え難く，生活基盤つまり耕地の存在

する場所によって集落を形成する場所に制約を受けたと考える方が妥当であろう。すなわち，当

時耕地として開発したのは，台地の南側に広がる広大な低湿地ではなく，当遺跡の東から北へ入

り込む谷の谷底面と屋代A遺跡の東側の支谷の谷底面だったと思われ，その耕地に近い場所（台

地の北東辺）に集落が形成されたと考えられる。この制約は，一方では当時の水利技術による制

約でもあり，弥生時代から国分期まで継続して制約を受けていたと思われる。

さて，『常陸図風土記』は和銅6（713）年以後霊亀元（715）年以前に成立し，その記載内容

は当時の常陸国の様子を反映していると考えられる。第2章第2節の歴史的環境で述べたように，

当遺跡が所在する地域は信太郡稲敷邪に属したくとされることから，8世紀第1四半期におけるこ

の地域の集落のあり方は，そのままあてはめることはできないにしても，『常陸図風土記』が成

立した当時の信太郡稲敷邪のようすを示していると考えることができる。すなわち，外八代遺跡・

屋代A遺跡及び当遺跡において調査された真間e国分画期の集落が，信太郡稲敷郷の一部である

と思われ，その集落が当遺跡の東から北へ入り込む谷の谷底を耕地として開発することによって

成立していたと見られることから，稲敷郷は現在の竜ヶ崎市八代町と長峰町の間に開口する谷の

谷底を開発した耕地を生活基盤として成立した集落であると見なされる。さらに，当遺跡よ㌢）も

屋代A遺跡・外八代遺跡の方が国分期の集落が発達していることから，稲敷郷の中心をその付近

に求めるのが妥当であると考えられる。

第4節　中像（第180図）

1　屋代城とその時期

本項では，堀跡を中心に屋代城の時期区分等について論述する。墓坑については，個々の時期

を判定することができなかったため，「墓城」として一括して扱った。

堀跡は，ほぼ3時期に分かれる。最も新しいと見られるのが第1号堀跡であり，第6号堀跡が

それよりも古い。一方，第2号・第3号両堀跡は，覆土の上半が埋戻されたものと判断され，特

に第2号堀跡では明確に判断できる。第2号堀跡は第1号e第6号堀跡が重なった部分に隣接し

ており，通常の場合堀の内側に土塁が築かれることから，第1号堀跡と第6号堀跡の掘削に伴な

う排土によって埋め戻され，上位に土塁が築かれた可能性が高い。この場合，第1号堀跡と第6

号堀跡に時期差が認められることから，第2号堀跡の埋め戻しがどちらの堀跡の掘削に伴なって

なされたのかが問題になる。第2号堀跡の覆土の埋め戻された部分には，多量のロームブロック

が認められることから判断して言隣接する堀跡の掘削は大きな撹乱がなされていない土地に対し
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てなされた可能性が極めて高い。それは，当然のことであるが表土とローム上面の部分が最初に

掘削を受け，土星の最も低い部分に積み上げられると考えられるからである。第1号堀の掘削に

よって生じた排土は，その堀の大部分が第6号堀と重なっていることから，第6号堀の排土より

もロームブロックの混入率が低いと考えられる。）これらのことから，第2号堀跡の埋め戻しは第

6号堀跡の掘削時になされたものと思われ，この堀跡問にも時期差を認めることができる。〕第3

号堀跡の埋め戻しは，第4号堀跡に近い部分に見られるだけで，堀跡全体には及んでいない。し

たがって，この第3号堀跡は浅い堀として残された可能性が高い。

以上のことから，屋代城跡は昭和58・59年度に調査した部分だけで3期に分かれると考えられ

る。以下に，各々の時期について述べてみたい。なお，F2・G2両区にまたがる墓城は，IeII

のいずれの時期に属するか判然とせず，むしろ雨期にまたがっていると考えられた。それは，

第3号堀跡が第4号堀跡に先行するにもかかわらず，第4号堀跡と同時期と考えられる墓玩群を

区画しているからである。つまり，この墓琉群は第3号・第4号両堀跡の時期にまたがっている

と考えられる。ただし，個々の墓坑と堀跡の時期的関係は不明である。

第I期　第2号堀跡・第3号堀跡・墓域　（、第181図1

第2号堀跡e第3号堀跡によって，南西側の防禦を固めラ　城外を墓城とした。この時期に

城内とされた区域については，今後の調査によって明確にされるであろう。

第II期　第4号堀跡・第5号堀跡・第6号堀跡・墓域　（、第18」図て｝

第4号堀跡e第5号堀跡e第6号堀跡によって，毒蛾を城内に取り込んだ。第2号堀跡は

理め戻され，第3号堀跡は墓城と旧城内を区画するため堀として残されたものと思われる。

妾城は，この時期も前期に引き続いて使用されたと考えられる。∴墓城を取り巻く堀跡からは，

五輪塔e陶磁器片・金属製品等が出土している。五輪塔は，各堀跡の底面直上から出土して

お生　墓城を破却する際に投げ込まれたものと考えられる。屋代城主とされる屋代氏がラ　城

の重要な防禦施設である堀を埋めるに等しい行為や自身に関係ある者の墓を破却することは

考え難い。この行為は，少なくとも屋代氏に敵対していたか，または屋代氏と全く無関係で

あ／〕た者の手によってなされたものと考えるのが妥当であろう。

第6号堀の底面直上から出土した貨幣の中に，永楽適貿7枚が含まれている。この貨幣を

第6号堀内に落とした直後に五輪塔が投げ込まれたと仮定すると，永楽通賓の初鋳年が明の

永楽6　日408う年であることから，墓城の破却は15世紀初頭以降ということになる。）さらに，

日本に輸入されて流通するまでの期間を考慮すれば，時期はさらに下がるものと思われる。ノ

この結果，第H期の終末は15世紀の半ば以降と推定される。

第m期　第瑠号堀跡◎B5区とC7区の墓域　〔第183図）

屋代城の最後の姿であると考えられる。1辺が200m前後の方形状に堀をめぐらしており，
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第181図　第I期の屋代城
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第182図　第Il期の屋代城
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第柑図　第III期の屋代城

ー267－



その外側に墓城を設定している。第H期まで墓城であった場所には，掘立柱建物跡と考えら

れる遺構（第185図）が見られる。C7区の墓坑は，埋葬部の形状がほとんど同じであるなど

の規格性を有し，坑底に堆積する灰層も片隅の若干掘り凹められた場所に限定されるなど，

葬送儀礼の面でも規格化e簡略化されており，第I期・第II期の墓坑よりも新しいと見られ

る要素が多い。このC7区にも，掘立柱建物跡と考えられる遺構（第184図）が見られる。

第III期の終末については，天正11（1583）年に佐竹氏の攻撃によって屋代氏が滅んだとす

る説があることから，このときを終末とする見方が成立するが，断定はできない。

2　粘土貼り丑坑

粘土貼り土坑は，屋代A遺跡。南三島遺跡7区で2基ずつが調査されている。時期的には，屋

代A遺跡では不明としながらも中世の可能性を指摘しており，南三島遺跡7区では中世以降とし

ているが，性格については双方とも不明としている。

当遺跡にあっても，19基の粘土貼り土坑の分布状況や他の土坑との切り合い関係から判断して，

中世の遺構であることは間違い無い。また，すべて墓城と考えられる場所に分布していることか

ら，屋代城の時期に対応させることが可能である。

第I・II期の粘土貼り土坑

⑳　掘り方の平面形は隅丸長方形状，断面形は逆台形状を呈する。

⑳　規模は，長軸が1．90m～2．90m，短軸が1．45m～2．05m，遺構確認面から坑底面までの

深さが30－55cmである（撹乱等により，本来の規模が不明である土坑を除く）。

第III期の粘土貼り土坑

◎　掘り方の平面形は，隅丸長方形を基本形とする。また，断面形は逆台形状を呈する。

⑳　B5区に分布する粘土貼り土坑は，やや大型である第193号土坑を除き，長軸1．85m前後，

短軸1．5m前後の規模を有し，深さは25－30cmである。これに対し，C7区に分布する粘土

貼り土坑は，掘り方の平面形・断面形は同様であるが，規模は長軸が1．1m，短軸が1m弱

とかなり小規模になり，深さも10－20cmと浅い。

以上に見たように，粘土張り土坑は時期が下るに従って小さくなるように思われる。これを一

般的な傾向とすると，B5区に分布する粘土貼り土坑よりも，C7区に分布する粘土貼り士坑の

方が新しいことになる。粘土の厚さも同様で，第I eII期の粘土貼り土坑の粘土が15～20cmの厚

さを有しているのに対し，第III期の粘土貼り土坑では，B5区の粘土貼り土坑が10cm前後，C7

区の粘土貼り土坑が5cm前後の厚さを有するに過ぎない。

粘土貼り土坑は，前述したようにすべて墓城と考えられる場所に分布していることから，墓坑
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と関係のある遺構または葬送儀礼に使用された遺構である可能性がある。

3　地下式坑

地下式坑の性格については，従来墓坑とする説・貯蔵庫とする説が甘えられている。両説とも

それぞれに根拠を有しているものと考えられ言軒下式杭の全部を一方の性格に限定することは問

題があるように思われる。

一方，当遺跡で調査した5基の地下式坑は，いずれもその近辺には墓坑と思われる土坑や豪坑

の可能性がある土坑が分布しており言鉦土遺物にも六器や石塔等が見られることから，墓坑とす

る説をあてはめる方が有力であると思われる。その場合，5基の地下式坑の竪坑部の覆土がすべ

て自然堆積と判断されることから，竪坑は開口したままで置かれたと考えざるを得ない。しかし，

埋葬後妻坑を開口したまま放置することは，地下式坑が一般の素坑と同様に使用されたものでは

なかったことを示していると思われる。

もし，1基の地下式坑に1人の遺体を葬ったならば．竪坑を開口したまま放置するのは不自然

である。また，後から追葬することを目的として竪坑を埋め戻さなかったとするならば，埋葬時

に供献されたと考えられる遣物の出土例が極めて少ない（当時の葬送儀礼については，ほとんど

その知見を有していない。供献という行為があったか蕾かも不明であり言造物が極めて少ないこ

とを問題とするには疑問の余地を残しているのは当然のことである）ということは，供献の場所

が異なる場合が多かったことを示していると考えることが可能である。

しかしながら，以上の見解はいずれも推定の城を出ていないものであって，当遺跡で調査され

た5基の地下式坑の性格を断定的に述べようとするものではない。当遺跡では墓坑とする説を有

力としたが，今後調査される地下式坑については覆土の化学分折を実施する機会を増やすべきで

あり，その資料が蓄積されることによって，地下式坑の性格を明らかにすることが可能になるも

のと考える。

4　掘立柱建物跡状遺構（第184e185図）

第I e H期に墓城とした部分と，第m期に妾城とした部分において検出された土坑には，規模

が同じ程度で，等間隔に平行に並ぶグループが見られる。これらは当初一般の土坑として調査を

実施したが，その配置の状態から判断して，掘立柱建物跡である可能性が高く，C7区に2棟分，

F2・G2にまたがって1棟分が存在すると思われる。

第1号掘立柱建物跡状遺構は，C7hlう・h4区を中心に確認され，3間（6．3m）×1間（3．6
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第柑図　掘立社建物跡状遺構（2）

m）で，長軸方向はN－310－Eを指しており，第1号堀跡と同じ方向性を有する。柱間寸法は，

桁行が2・1m（7尺）等間である。梁行が3・6m（12尺）と広いことから，この建物は床を有さな

いで，内部は土間のままであったと思われる。

第2号掘立柱建物跡状遺構は，C7g2区を中心に確認され，3間（6．6m）×1間（4．2m）で長軸

方向はN－590－Wを指しており，東側に隣接する第1号掘立柱建物跡状遺構の長軸方向と直交し

ている。柱間寸法は，2・2m等間で，7尺強である。梁行が4．2m（14尺）と広いことから，内部

は土間であったと考えられる。

第3号掘立柱建物跡状遺構は，F2j6区を中心に確認され，3間（8．1rn）×1間（4．2m）で，

長軸方向はN－310－Eを指している。柱間寸法は，桁行が2．7m（9尺）等間である。梁行が，

4．2m（14尺）と広いことから，内部は土間であったと思われる。

5　遣物

当遺跡から出土した中世の遺物は，陶磁器。土師質土器・金属製品・石製品等がある。また，

植物製品として，鎌の柄の一部及び貨幣の穴に通した縄がある。

特色ある遺物として，輸入磁器が挙げられる。すべて青磁で，小片を含めて7点が出土した。

末から明にかけてのもので，6点が龍泉窯系の官窯産，1点が民窯産である。617・618は末代の

もので，617は南末と思われる。615は，元末期から明初期のもので，外面に見られる稜は箆削り

による蓮弁の一部である。流通経路については明確ではないが，鎌倉を経由しているものと推定

される。（PL58）
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国内産陶磁器ではゥ　大型e小型の製品に明確な産地の違いが見られる。婆e壷e捨鉢等の大型

製品はすべて常滑産であり，碗e皿等の小型製品の大部分は瀬戸産，極く一部が美濃産である。

近世に入ると，伊万里産（645）・信楽産の製品が見られるようになる。時期については，鎌倉期

（649・654）から近世初期までのものが出土してお生　量的には南北朝期から戦国期（14世紀後

半～15世紀）のものが大部分を占めている。この14世紀後半から15世紀にかけての時期は，屋代

城の第II期に対応している。この時期の碗の大部分は，回転糸切り後に高台を接合している。こ

れに対し，腕の一部と高台を有する皿では，回転糸切り後に底部周縁とその内側に施した回転箆

削りによって高台を削り出している。この場合，高台の内側に施された回転箆削机ま，高台内の

全体には及ばず，中心付近に回転糸切り痕を残している。このことから判断して，付高台はこの

時期（15世紀）まで残畑　削り高台は発生初期の段階にあったと見られる。

内耳土器には，深くて休部がやや内反するもの（679など）と，やや浅くて休部の聞き方が直線

的であるもの沌90など）がある。この2橙には，679・690か第3号堀跡の同じ土層から出土して

いることから判断して，時期差を認めることができない。おそらく，同時期に使用されたのであ

ろう。〕外八代遺跡では，この2種の他に深さ5－6cmの内耳土器が出土している言これは，当遺跡

がその出現以前のものであることを示唆しているものと考えられるが，当遺跡全体の調査が終了

していないので，単に「可能性」として置くにとどめたい。これらの内耳土器は，外面に厚く鍋

墨が付着してお生∴使用された様子がうかがえる。

土師質土器の中でゥ　皿A・皿Bとしたのは，従来「かわらけ」・「灯明皿」と呼ばれていたも

ので，皿Aはロクロ成形のもの，皿Bはログ叫こよらないものである。いずれも大型と小型があ

り，同時期に使用されていたものと思われる。皿Bの小型のものは，横なでが施された部分や底

部の当物をはがした痕跡等，細部の特徴は個体によって異るが，全体のカー叫ブの様子等を比較す

ると共通する場合が多い。あるいは，原始的な「塑造i日が行なわれていたのかも知れない。

金属製品には，薬師如来立像（757）・弄「756）e猿手（758）・六器（759・761）等がある。

757は念持仏で，兜の内部に取り付けたものであろう。756e758は，刀装具である。また，759e761

は仏具の一種である。これらは，すべて鎌倉～室町期の作と考えられるが，いずれも伝世された

ものと思われ9　出土した遺構の時期を示していると判断することは困難である。

石製品には，五輪塔・宝医印塔・皿状石製品を石臼等がある。五輪塔・宝匪印塔は，墓石とし

て使用されたのであろう。石質は，五輪塔が花崗岩，宝匿印塔が砂岩である。いずれも，堀跡や

土坑内から出土したもので，組み合わせを復元できるものは無い。五輪塔の各部分には，墨で書

かれた梵字の…一部が残されているものがあるが，その多くは判読できない。宝匪印塔は，その破

片の多くが砥石に転用されており，研磨痕の認められるものが見られたr、皿状石製品の石質は，

砂岩と安山岩である。安山岩製のもの（866）は，外面に煤が付着していることから，石鍋の一種
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かと思われたが9　判然としなかった。

以上に述べたことから明らかなように，当遺跡から出土した中世の遺物は，鎌倉時代から戦国

時代までのものが大半を占めている。陶磁器の大部分が第H期に対応することはすでに述べたと

おりであるが，第I期弓第m期の時期は不明とせざるを得ない。しかしながら，陶磁器の古い部

分が鎌倉時代のものであること，金属製品の中の伝世品が鎌倉～室町期の作と見られることから

屋代氏がこの地方に勢力を確立したのは鎌倉時代にさかのぼると考えられる。

6　地割と遺構（第186図）

開発前の地籍図と当遺跡の遺構配置図を見比べると，地割と第m期の堀跡が重なっていること

がわかる。屋代城の廃絶後，城内が畑に利用されてから，堀や土塁は埋まった生削平されたりし

ながらもかなり後までその名残りをとどめたと見られ，その結果として，かつて堀であった部分

や土塁であった部分が同じ幅の畑として同一方向に連なる状況を里するに至ったものと考えられ

る。現に，内郭と見られる部分の土塁や堀跡は現在に至ってもその名残りをとどめており，昭和

60年度に調査された屋代城の虎口部の土塁もその名残りをとどめている。昭和58059年度に調査

した部分の第1号堀跡が完全に埋まったのは，覆土内から文久永貨が出土していることから，そ

の初鋳年である文久3（1863）年以後のことと思われる。一方，当遺跡内の第1号堀跡に重なる

地割を辿って行くと，部分的に周囲よりも20～30cmほど低い畑が見られる。この部分は，まだ完

全に埋まっておらず，わずかに堀跡の名残りをとどめているものと考えられる。

一万9　当遺跡内の農道を見ると9不自然に屈曲していることに気付く。この場合にも，半ば埋

まった堀跡に沿ってその横を歩き，ある場所で堀跡を直角に横切ってから再び堀跡に沿って歩い

たことにより，屈曲した道路ができたと考えられる。そして，それが農道として今日に至ったも

のと判断される。内郭を通り抜ける道路も，城の堀や土塁が障害となって屈曲させられたものと

考えられるが，いずれにせよ今後の調査によって明らかにされるであろう。

わが国の地割は，古代の条里制に基づくものから近現代の開拓によるものまで，その由来は種

々に及ぶ。その中にあって，当遺跡の地割は中世の城跡の縄張りに基づくものであり，興味ある

事実と言うことができよう。
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第5節　その他

1　上底

その他の土坑にまとめたものは，時期e性格を判断することができなかった土坑で，いわゆる

芋穴やその他の撹乱坑を含めている。これらの中で，配列の規則怪から掘立柱建物跡の柱穴と考

えられる土坑を，前節に挙げた。この24基の土坑を除くと，他はいわゆる芋穴が畑の境界線に沿

って掘られている以外には何らの規則性も認めることができない。

第3号掘立柱建物跡状遺構の付近には，形状が良く似た土坑が見られるが，対応して並ぶ土坑

が認められなかった。このほか，第400号土坑は，底面直上から出土した馬骨の道春状況から中世

以降と判断されたものの，性格等については不明とせざるを得なかった。

2　溝

堀跡を除く25条の溝の中には，第29～32号溝のように明らかに堀跡に先行したものがある。こ

れらは，中世以前に掘られた溝であるが，その性格や時期の詳細については不明である。しかし，

堀跡と同じ方向性を有していることから，堀跡と同じ制約を受けていたことは十分に考え得るこ

とである。この制約は，屋代城が築かれた台地の延びる方向と幅であったと考えられる。

第29号溝には，2か所にわたって幅を広げ，深く掘られた部分が認められる。これは，当遺跡

で調査した他の溝には見られないものである。第29－32号溝の溝底は，一方へ傾斜するというこ

とは無く，排水溝とは考え難い。中世以前の地境溝とする見方と，簡単な防禦施設の名残りとす

る見方が成立するが，判然としない。後者は，「かきあげの城」と呼ばれる段階で，いわば屋代

城の最も初期の段階とする見方である。

近世以後に掘られた溝の多くは，地境溝である。地割が屋代城の縄張りを基礎にして成り立っ

ているため，堀跡と平行または直交して掘られている。これは，土坑の中のいわゆる′芋穴に見ら

れる方向性と同じ制約によるものである。
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終章　む　ず　び

屋代B遺跡の昭和58・59年度にわたる調査によって検出された遺構は，縄文時代以降の各期に

及んでいる。遺物についても同様であり，当遺跡が所在する台地上に残された幾多の先人達の生

活の跡をうかがい知ることができる。

縄文時代では，早期の遣物が少数見られるが，中期後半から後期前半の遺物が大半を占める。

遺構（土坑15基）も，この時期に比定されるものである。弥生時代から国分期にかけての遺構。

遺物は，屋代A遺跡と同時期のものであり，当遺跡の集落が屋代A遺跡で調査された集落の一部

であることを考えれば，遺構e遺物の面で共通する点が多いのは当然であろう。

屋代城跡については，調査範囲が城の中心部からはずれていたにもかかわらず，3期（縄張り

の変更が2回行われた）に分かれることが明らかになった。屋代氏は，遅くとも鎌倉時代末期ま

でにほこの地に勢力を確立したと考えられる。屋代城の造営（第I期の始め）は，この時期にあ

たるかも知れない。第H期の始めは不明であるが，終末は15世紀半ば以降と考えられる。第工I期

から第III期までは，若干の時間的空白期が存在したと思われる。第III期の終末については，天正

11（1583）年とする説がある。遺物を見ると，陶磁器では第Ⅲ期に相当するものが多い。内耳土

器は，外八代遺跡で報告された浅い平底の器形を有するものが無い。陶磁器と同様に，内耳土器

も第II期のものが多いと見なされることから，当遺跡の第H期は浅い平底の内耳土器の出現以前

であると考えられる。

当遺跡の整理を担当するに際し，『常陸囲風土記』を始めとする文献や，遺跡の周辺に残され

た伝承をも含めて，集落に対する考察を加えようと試みた。それは，「稲敷」。「八代」等の地

名の由来や集落立地の背景及び「○○郷」と呼ばれた往時の集落の中心地を想定しようとしたも

のである。若干の私見を交えて，地名の由来を除き，一部を文章化することができたが，その内

谷は十分とは言えず，また内容の妥当性についても一抹の不安が残されている。本書を読まれた

方々の御批判をいただきたい。

なお，本書をまとめるに際し，関係各機関e関係各位から御指導e御助言を賜わった。文末を

借りて謝意を表したい。また，一部の方々から精神的御支援を賜わった。併せて謝意を表すると

ともに，御多幸を御祈り申し上げる次第である。

一276－



享　妻　≡　享

遺物番号は，本文中の遺物番号と一致する。



一279



昭和59年度調査終了時全景

一280一



調査前風景（昭和58年度調査範囲）

ー281－



調査前全景（昭和59年度調査範回）

伐開後全景（昭和59年度調査範囲）

－282一



表土除去後全景（昭和58年度調査範囲）

－283－



第1号住居跡

第9号住居跡

－284－



第4号住居跡

第16号住居跡



第日号住居跡

一286－

第12号住居跡



第11号住居跡土層

第日号住居跡遺物出土状況

287－



第13号住居跡

第け号住居跡

－288－



第18号住居跡

第19号住居跡

ー289－



第14号住居跡

一290一



第7号住居跡

一291－



一292一

第174号土坑

遺物出土瑠犬況

第174号土坑

遺物出土状況

第1号住居跡P7

遺物出土状況



一293一

第11号住居跡

遺物出土状況

第11号住居跡

遣物出土状況

第け号住居跡カマド



一294－

第28号土坑

第34号土坑

第40号土坑



PL17

第83号土坑

第83号土坑土層

第83号土坑灰層



ー296－

第95号土坑

第40号土坑灰層

第41号土坑灰層



PL19

第190号土坑

297－

第190号土坑灰層

第2柑号土坑



一298－

第278号土坑

第278号土坑

遺物出土状況

第278号土坑炭化粗

出土状況



299－

第295号土坑

第308号土坑

第308号土坑土層



－300一

第333・334号土坑

第387号土坑

第387号土坑土壌

サンプリング



PL23

一301－

第367号土坑

第367号土坑土層

第365号土坑



ー302－

第179号土坑

第180号土坑

第183号土坑



PL25

ー303－

第柑6号土坑

第189号土坑

第192A・192B号土坑



ー304一

第柑4号土坑

第194号土坑土層

第195号土坑



PL27

305－

第柑8号土坑

第321号土坑

第321号土坑土層



一306－

第326号土坑

第325号土坑

第325号土坑土層



PL2g

－307－

第340号土坑土層

第341号土坑



PL30

‾：¶葛「．

よ．ぶ通幽私心ふ

ー308－

第354号土坑

第354号土坑土層

第381号土坑



PL31

第99号土坑

309

第193号土坑土層・粘土



一310－

第203号土坑土層・粘土

第219号土坑

第219号土坑土層・粘土



PL33

ー311－

第277号土坑

第277号土坑粘土

第283号土坑



ー312－

第267号土坑

遺物出土状況

第334号土坑土層

第334号土坑



PL35

－313－

第1号地下式坑

第1号地下式坑土層



第2号地下式坑

第2号地下式坑奥壁

－314－



第3号地下式坑竪坑部土層

第3号地下式坑

－315－



第4号地下式坑

第4号地下式坑

一316－



第5号地下式坑主室入口

ー317－

第5号地下式坑竪坑

第5号地下式坑（主室→竪坑）



第1号堀跡（1）

第1号堀跡（2）

－318－



第1号堀跡（l）D－D′土層

第1号堀跡落とし穴

319－



第2号堀跡A－A′土層



PL43

欄間　叩ヤYレ”一面1■■叩　1監㌃瑚㌣、㌣軒

第3号堀跡（北→）

321－

第3号堀跡（南→）



第4号堀跡

第4号堀跡遺物出土状況

一322一



第5号堀跡

第5号堀跡F－F′土層

－323－



第1号・6号堀跡

一324一

第6号堀跡

遺物出土状況



PL47

一325

第1号堀跡

調査風景

第3号堀跡

遺物出土状況

第3号堀跡遺物

出土状況



ー326

第4号堀跡

遺物出土状況

第5号堀跡

遺物出土状況

第6号堀跡

遺物出土状況



出土遺物（1）縄文式土器・弥生式土器

－327－



出土遺物（2）弥生式土器・土師器

ー328－



出土遺物（3）土師器

－329



出土遺物（4）土師器・須恵器

－330－



出土遺物（5）土師器

ー331－



出土遺物（6）土師器・須恵器

1332－



ー3331



出土遺物（8）石器・剥片

－334一



ー335－

出土遺物（9）石器・石製晶



出土遺物（10）輸入磁器（S＝1／2）

一336－



幣㌦酸　で才

立針■

出土遺物（lり陶磁器－1

337



ナ

が′　くけ

！、

t・

「つ

出土遺物（12）陶磁器－2

－338一



出土遺物（13）陶器・土器

ー339－



ー340－

、l－－－－

出土遺物（14）内耳土器



出土遣物（15）土師質土器－1皿A

ー341－



出土遺物（16）土師質土器－2　皿A・皿B

一342一



－343－

出土遺物（17）宝筐印塔・宝塔



出土遺物（18）五輪塔

一344一



出土遺物（19）石製晶

ー345－



出土遺物（20）貨幣－1

ー346一



出土遺物（21）貨幣－2

ー347－



PL70

出土遺物（22）貨幣－3

一348－



出土遺物（23）金属製品－1

ー349－



出土遺物（24）金属製品－2　756（S＝1／2）769・772（S＝1／4）

一350－
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