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序　文

　本報告書は，鹿児島第３合同庁舎整備事業に伴って，平成29

度に実施した鹿児島市山下町に所在する鹿児島城跡（犬追物馬

場・火除地）の発掘調査の記録です。

　本遺跡では，近世から近現代にかけての多くの遺構・遺物が

発見されました。調査では近世期の造成面や遺構，遺物が多く

出土しました。出土した瓦や陶磁器等は，鹿児島城内の様子を

物語る重要な証拠です。

　これらの考古学的成果は，これまで知られていなかった鹿児

島城の築城時の状況や城としての機能・構造を解明し，既存の

文献や絵図等を裏付ける基礎資料となるものです。本報告書が

鹿児島城跡の保全整備と，これまで明らかにされていなかった

地域史の再発見やまちづくりの一助となれば幸いです。

　結びに，円滑な埋蔵文化財発掘調査にご理解・ご協力をいた

だいた地域の皆様，ご支援・ご協力いただいた関係者の皆様・

関係機関に厚く御礼を申し上げます。

令和５年３月
鹿児島県立埋蔵文化財センター

所長　中原一成





鹿児島城跡（犬追物馬場・火除地）位置図（S＝1：50,000）



例　言
１　本書は鹿児島第３合同庁舎整備事業に伴う鹿児島城

跡（犬追物馬場・火除地）２の埋蔵文化財発掘調査
報告書である。

２　本遺跡は鹿児島市山下町に所在する。
３　発掘調査は，国土交通省九州地方整備局から鹿児島

県教育委員会が受託し，鹿児島県立埋蔵文化財セン
ターが実施した。

４　発掘調査は令和３年に実施し，整理・報告書作成作
業は令和４年度に鹿児島県立埋蔵文化財センターで
実施した。

５　掲載遺物番号は通し番号とし，本文，挿図，表，図
版の番号は一致する。

６　遺物注記等で用いた記号は「HY.R3」である。
７　挿図の縮尺は，挿図ごとに示した。
８　本書で用いたレベル数値は海抜絶対高である。
９　本書で使用した方位はすべて磁北である。
10　本書で使用した測量原点の座標値は，世界測地系に

基づく平面直角座標第Ⅹ系による。
11　調査区を５m間隔のマス目（グリッド）で区切った

鹿児島城跡の調査グリッドを延長して使用した。鹿
児島城跡のグリッドは御角櫓南東角を基準として東
（国道10号線）側の石垣に平行に軸及びグリッドを
設定している。

12　発掘調査における実測図作成及び写真撮影は，調査
担当者が行った。

13　遺構図等の作成及びトレースは黒木梨絵が整理作業
員（会計年度任用職員）の協力を得て行った。

14　遺構名については調査時に遺構名のまま報告してい
る。しかし，層名についてはH29年度調査時と整合
性を合わせて報告することとした。そのため，原資
料（図面・遺物・写真等）の注記には，調査時の旧
層名で記載されている（対応表について第３章に記
載）。また遺構の略号は下記の通りである。

15　出土遺物の実測・トレースは，黒木・山下智沙子が
整理作業員の協力を得て行った。

16　木製品の実測は（株）イビソク，陶磁器の実測は株

　　式会社　九州文化財研究所に一部委託した。
17　挿図の縮尺は，挿図ごとに示した。瓦はS=1/4，陶

磁器はS=1/3を基本とした。
18　挿図のグレーの網掛けは漆喰や煤の範囲を示す。

（下記を参照）
19　本書で用いた瓦の部位の名称，計測部位は凡例のと

おりである。瓦分類は鹿児島城跡（北御門ほか）
（鹿児島埋セ2022）の「瓦分類」を参照されたい。

20　瓦の文様等については、鹿児島城跡の分類を参照し
ている。

21　出土遺物の写真撮影は，西園勝彦・黒木が行った。
22　本書に係る自然科学分析は，炭素年代測定・樹種同

定は（株）古環境研究センターに委託した。
23　発掘調査成果の内容及び土層の色調等の表現につい

ては，原則として現場担当者による注記を用いた。
また，土色の記述にあたっては，『新版　標準土色
帖』に基づき，掲載した。

24　観察表に記した胎土の色調は，農林水産省農林水産
技術会議事務局監修・財団法人日本色彩研究所色票
監修『新版　標準土色帖』のマンセル記号で表記し
ている。

25　観察表に記した陶磁器の釉色は『標準色カード
230』（日本色研事業株式会社発行）で表記してい
る。

26　観察表の数値は，残存している数値を（）で示して
いる（破片資料）。箇所によって完形・反転復元の
場合は，（）なしの記載である。

27　本遺跡は通称「鶴丸城」と呼称される場合もあるが，
他の機関等で使用している場合等を除き，本書では
文献にある「鹿児島城」を使用する。

28　本遺跡の調査時の遺跡名称は「火除地跡」であったが，
調査成果から令和２年度に「鹿児島城跡（犬追物馬場・
火除地）」と名称を変更した。

29　本書の編集は黒木が担当し，執筆分担は下記のとお
りである。

　　第１～３章 黒木
　　第４章 各分析者
　　第５章 黒木
30　本書に係る出土遺物及び実測図，写真等の記録は鹿

児島県立埋蔵文化財センターで保管し，展示活用を
図る予定である。
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　鹿児島県教育委員会は，文化財の保護・活用を図るた
め，各開発関係機関との間で事業区域内における文化財
の有無及びその取扱いについて協議し，諸開発との調整
を図っている。
　鹿児島第３合同庁舎整備事業対象地は，「鹿児島（鶴
丸）城跡保存活用計画」（鶴丸城御楼門建設協議会，鹿
児島県：平成 28 年３月）で，鹿児島城域内に比定され，
平成 29年度には整備事業対象地の一部 (第１期 [Ａ工事 ]
工事範囲の一部：200 ㎡ ) について，周知の埋蔵文化財包
蔵地 ( 火除地跡 ) として九州地方整備局と鹿児島県が埋蔵
文化財発掘調査委託契約を締結し，発掘調査を実施した。
　この発掘調査の成果をうけ，令和３年度には，第２期
[Ｂ工事 ] 工事範囲の一部について鹿児島県教育庁文化財
課（以下，県文化財課）は九州地方整備局と事業対象地
の取扱いについて改めて協議を行い，事業予定地の遺跡
の有無とその内容の把握のため，文化財保護法 99 条に
基づいて令和３年７月 17 日及び令和３年８月 23 日に県
文化財課が試掘調査を実施した。
　試掘調査の結果，いずれの調査でも近世の遺物及び包
含層の存在が確認されたことから，県文化財課は事業予
定地を周知の埋蔵文化財包蔵地「鹿児島城跡（犬追物馬
場・火除地跡）」とした。
　試掘結果をもとに九州整備局と県文化財課は再度協議
を行い，発掘調査を実施することとなった。調査を実施
するにあたり，事業主体の九州地方整備局と鹿児島県が，

第１節　調査に至るまでの経緯

第Ⅰ章　発掘調査の経過

第２節　調査の体制と経過

鹿児島第３合同庁舎整備事業に伴う「埋蔵文化財発掘調
査委託契約」を締結し，発掘調査については県立埋蔵文
化財センターが本調査を実施することとなり，発掘調査
を民間調査組織に委託し調査対象となった 1,532 ㎡につ
いて，調査を実施した。本調査は，既存建物の地下構築
物による包含層の残存状況を考慮し，調査対象地 1,532
㎡のうち 1,106 ㎡について実施した。
調査期間は令和３年 12 月１日（木）～令和４年３月 11
日（金）（実働 66日）である。

事業主体
調査主体
調査統括
　　　　　　
調査企画　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
調査担当　　
　　　　　　
　　　　　　
事務担当　　
　　　　　　

１　本調査
令和３年度

第１図　調査範囲

国土交通省九州地方整備局　営繕部
鹿児島県教育委員会
鹿児島県立埋蔵文化財センター
所長　　　　　　　　　　　　中原　一成
鹿児島県立埋蔵文化財センター
次長兼総務課長　　　　　　　大口　浩嗣
調査課長　　　　　　　　　　寺原　　徹
第一調査係長　　　　　　　　三垣　恵一
鹿児島県立埋蔵文化財センター
文化財主事　　　　　　　　　馬籠　亮道
文化財研究員　　　　　　　　彌榮　久志
総務課主査　　　　　　　　　和田　　賢
総務課主事　　　　　　　　　常盤　樹希
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国土交通省九州地方整備局　営繕部
鹿児島県教育委員会
鹿児島県教育庁文化財課
鹿児島県立埋蔵文化財センター
所長　　　　　　　　　　　　中原　一成
次長兼総務課長　　　　　　　大口　浩嗣
調査課長　　　　　　　　　　寺原　　徹　　　　　　
主任文化財主事兼第一調査係長
　　　　　　　　　　　　　　黒川　忠広
文化財主事　　　　　　　　　黒木　梨絵
文化財主事　　　　　　　　　山下智沙子
文化財主事　　　　　　　　　浅田　剛士
総務課主査　　　　　　　　　和田　　賢
尚古集成館　館長　　　　　　松尾　千歳
鹿児島大学法文学部　准教授　小林　善仁

令和４年６月 14日
　寺原課長ほか６名
令和４年８月 19日
　寺原課長ほか６名
令和４年 10月 6日
　寺原課長ほか６名
令和４年 11月８日
　寺原課長ほか７名
令和４年 11月 21 日
　寺原課長ほか７名

令和４年 11月 24 日
　中原所長ほか６名

事業主体
調査主体
企画調整
調査統括
　　　　
調査企画
　　　　

作成担当
　　　　
　　　　　
事務担当
整理指導

２　調査の経過
令和３年度

１　作成体制（令和４年度）

報告書作成指導委員会

第２図　調査状況（奥左：鹿児島城御楼門（黎明館），奥右：検察庁新庁舎（Ｈ29年調査区部分））

報告書作成検討委員会

第３節　整理・報告書作成

12月　機械掘削後の壁面，検出面精査。旧合同庁舎基
礎周辺のカクラン掘削。Ⅱ層遺構検出。尋常小学校校
舎関連遺構SR001，SR002の掘削，写真撮影，測量実施。
他に廃棄土坑（SD001）や溝状遺構（SM001～003）等の
検出，掘削，写真撮影，測量実施。攪乱層掘削後，下
層の砂層調査。
１月　旧合同庁舎基礎周辺のカクラン掘削。Ⅱ層遺構検
出。SR001～005，SM002～005・008～012，SD004・
006～009，SB001，ピット掘削。遺構検出・遺物出土
状況等写真撮影，測量実施。Ⅱ層の包含層掘削。
２月　Ⅱ層残存範囲，Ⅱ層下，Ⅲ層掘削。Ⅲ層直下（Ⅳ
層上面）において遺構検出。遺構調査に伴う写真撮影，
測量実施。調査区全体の空撮（2/7実施）。
３月　Ⅳ層残存範囲，Ⅴ・Ⅵ層掘削。一部Ⅵ層以下の下
層確認。Ⅳ層の遺構調査を実施。各調査面での検出遺構
や出土遺物の状況写真撮影や遺構平面図，調査区の土層
断面図等の測量。

　本報告書刊行に伴う整理・報告書作成作業にあたり，
事業主体の九州地方整備局と鹿児島県が鹿児島第３合同
庁舎整備事業に伴う「埋蔵文化財発掘調査委託契約」を
締結し，令和４年度に県立埋蔵文化財センターで行った。
　整理・報告書作成作業として，出土遺物の水洗い，注
記，包含層遺物の仕分け，接合作業，遺物の実測，図面
のトレース・レイアウト，遺物写真の撮影，原稿執筆等
の編集作業を行った。整理・報告書作成作業に関する調
査体制は以下のとおりである。
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　本遺跡の近世以降の変遷については，第２表に示す。
遺跡が位置する場所は，現存する鹿児島城の絵図で最も
古いとされる寛文10（1670）年『薩藩御城下絵図』で
は「犬追物馬場」と記されている。
　狩野常信（寛永13（1636）年～正徳３（1713）年）
筆とされる『常信筆薩陽御城下ノ景』では御楼門前の南
側には，木柵が見られ，北側には屋敷が描かれている。
　明和４（1676）年の久保之英の『見聞秘記』付図の
本丸・二之丸前の屋敷配置付図では御楼門前の土地は柵
に囲われた「御犬垣」として描かれている。
　元禄９（1696）年の大火後の被害状況を記した『鹿
児島城絵図控』では，「明地」とされ二之丸前や周辺の
侍屋敷は「焼失・焼残」と記されている。
　火除地の設置を幕府に願い出た際の正徳３（1713）年
『鹿児島絵図控』『正徳三年御城下絵図』では，御楼門
前は「明地」となっており，二之丸前の侍屋敷とされた
範囲は，朱線で囲われ，火災で焼失し「明地」とする旨
が朱字で記載されている。
　宝暦６（1756）年『薩摩国鹿児島城絵図』では楼門
前から二之丸前まで広い範囲が「明地」となっており，
正徳３年の「火除地の設置」の文献記載と合致している
（後に詳述）。また，加治木島津家屋敷・小松家屋敷の

東側には，広小路が設けられ，火除地としていることが
窺える。文政４（1821）年『鹿児島御城下明細図』で
は，明地（空地）には階段が見られ，「下馬」と記載さ
れている。火除地とされていた二之丸前の明地には，屋
敷が建設されており，城に隣接する火除地は御楼門前の
土地のみとなっている。
　天保14（1843）年『天保年間鹿児島城下絵図』，嘉
永７（1854）年『府城南面屋形前之圖』では火除地北
側には「下乗札」「下馬札」「馬屋」「芝」などの記
載が見られる。
　また『府城南面屋形前之圖』では火除地と御楼門前は
斜面になっており，立地的に一段低いことが分かる。火
除地南側は斜面上に歩道，北側は階段が見られる。下馬
札や輿も描かれていることから，当地は登城の際の下
乗・下馬場として使用されていたことが窺える。なお，
これらの絵図からは火除地の北側に隣接する建物には供
屋や御木屋ノ場，足軽居所があったことがわかる。
　明治３（1870）年には，鹿児島城下一帯は官有地化
され，火除地跡には鎮西鎮台第２分営の練兵所が設置さ
れた。この際に，下馬札を御楼門下練兵場境上涯と御軍
神社下の東脇へ建て直して新たに作り直すこととし，存
城時の下乗札はすべて取り除かれている（『知政所達
書』）。
　明治５（1872）年に撮影された古写真では，御楼門
前は斜面になっており，草地が広がった低い土地である
ことがわかる。その後，明治６（1873）年には，火災
により本丸，御楼門が焼失してしまう。
　鎮台が去って，広大な敷地をもつ旧練兵所跡は，鹿児
島酪農の先駆者といわれる鹿児島山下町士族知識兼雄ら
によって，牧地や競馬場などに利用された（鹿児島市
1969）。明治８～９(1875～1876）年には農事社（鹿児
島山下町士族知識兼雄ら）が熊本鎮台の旧練兵所14,000
坪余を借用し，牧場事業を始める。
　明治10（1877）年の西南戦争の際には，薩軍は旧練
兵場から出陣した。牧場の家畜も薩軍に兵糧にされたよ
うである。西南戦争の戦地を記録した『西南役写真帖』
の写真では，鹿児島城正面は草地で，柵内には牧場の牛
が数頭みられる。戦後も牧場を再興し，産馬会社などに
も事業を展開された。
　明治25（1892）年の『改正鹿児島縣地誌略』で
は，「練兵場ハ病院ト造士館ノ前ニ連レル，一面ノ平地
ニシテ亦陸軍省ノ所轄二属ス，今ハ馬将ヲ設ケテ毎年競
馬アリ」と記されており，明治18（1885）年には知識
兼雄らが設立した鹿児島競馬会社が競馬場を設置し，毎
年春秋の２回競馬が挙行され，大繁盛した。
　明治26（1893）年に鹿児島市上村慶吉市長は第六師
団監督部長曽山庸との間に，鹿児島市立高等小学校の

第１節　地理的環境

第２節　歴史的環境
１　絵図・文献等から見る土地利用変遷（第３～５図）

第Ⅱ章　地理的・歴史的環境

　鹿児島城跡（犬追物馬場・火除地）は鹿児島県鹿児島
市山下町（現鹿児島第３合同庁舎内）に位置する。城山
の麓で，鹿児島城跡御楼門のおおよそ正面に位置してお
り，御楼門との間には国道10号線が走る。
　遺跡は城山東南部の標高約４ｍの低地部に立地してお
り，城山台地（シラス台地）の麓の小段丘から海に向け
ての沖積地にある。
　遺跡が位置する鹿児島市は，シラス台地と低地部に分
けられる。シラス台地は100～200ｍの標高で広がって
おり，市北東部は200～400ｍの急崖が鹿児島湾に接し
ている。市の西部から南部にかけては，薩摩半島を南北
にはしる南薩台地から東の鹿児島湾側へ緩やかに傾斜し，
丘陵部から低地部が形成されている。市の低地部は，シ
ラス台地を浸食する狭い谷や舌状の台地，独立丘陵等の
様々な変化に富んだ地形を有し，鹿児島湾へ注ぐ甲突川，
田上川，稲荷川，永田川等の中小河川によって形成され
た沖積地である。
　鹿児島城跡周辺の標高は城内本丸（黎明館）が約11m，
御楼門橋から御楼門に入る位置が標高約５m，遺跡は標
高約３～４ｍの低地部に立地しており，東側へ鹿児島湾
に向けて傾斜する地形に位置している。

用地について賃借契約を結び，旧練兵場の一部2,620坪
９合を向こう満30年官借地料無料で借りることとした
（鹿児島市1916）。
　用地を確保できたことにより，明治27（1894）年には，
旧垂水・宮之城島津家屋敷跡に鹿児島尋常中学校が設立
され，旧練兵場跡地には鹿児島市立高等小学校が設置さ
れた。明治33（1900）年には鹿児島女子高等小学校が
鹿児島市立高等小学校の南側に開校した。
　明治34（1901）年鹿児島城跡に第七高等学校造士館
が創立され，旧二之丸前も師範学校が立ち並び，明治以
降，山下町一体は多くの学校が立ち並ぶ鹿児島の教育の
中心地となった。
　大正３（1914）年の桜島大正大噴火では「女子高等
小學校其他の石垣は惨憺たる殘骸壘々として他に煙突の
崩壊せるものは殆ど全部と云ひても差支へなき位倒壊せ
る（『鹿児島朝日新聞記事』）とあり，山下町一帯の学
校も大きな被害にあっている。大正４（1915）年には，
鹿児島高等小学校は鹿児島尋常高等小学校と改称し，鹿
児島女子高等小学校は鹿児島女子尋常高等小学校と改称
した。第二次世界大戦中には，鹿児島市内大空襲により，
山下町も大きな被害を受け，建物等が壊滅した。戦後の
復興により，鹿児島警察本部（現鹿児島市役所西別館）
や検察庁が設置され，昭和42（1967）年に鹿児島第３合
同庁舎が建設された。
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　前述した犬追物馬場で行われた犬追物は，笠懸・流鏑

馬とあわせて「馬上の三ツ物」といわれ，鎌倉時代以降
に武士の鍛錬として行われた馬術武芸である。
　馬場内に犬を放ち，その犬を馬上より射手が射ること
で，実践的な馬術・弓術の修練とした。南北朝期以降に
盛んになったが，鉄砲伝来後に馬術よりも砲術に戦法が
変化したこともあり，犬追物は衰退したが，江戸期に
入っても島津氏は行い続けた。藩主代替の際には行われ
る重要なものであった。
　近世期からは，慶長年間に18代家久が行っており，
19代光久は正保4（1647）年に武蔵国王子原で将軍徳川
家光を招いて犬追物を催し，これ以降，島津の御家芸と
して知られるようになった。
　光久以降は，20代綱貴が（天和元（1681）年）行っ
た後は，一時的には衰退したが，25代島津重豪が安永
２（1773）年に演武館内に犬追物稽古場を創設し再興
した。安永４（1775）年には演武館内の馬場で張行さ
れた後は，幕末までこの馬場で行われた。
　29代忠義は犬追物に非常に関心を持ち，明治12
（1879）・14（1881）年に２度も明治天皇の前で張
行した（於東京吹上御苑・麻布島津邸）。
　また，明治24（1891）年には，鹿児島を訪れたロシ
ア皇太子ニコライⅡ世に犬追物を張行したことを最後に，
明治30（1897）年に忠義が没すると犬追物は催されな
くなった（松尾1988・1990）。（詳細は第Ⅴ章）

　本遺跡の近世以降の変遷については，第２表に示す。
遺跡が位置する場所は，現存する鹿児島城の絵図で最も
古いとされる寛文10（1670）年『薩藩御城下絵図』で
は「犬追物馬場」と記されている。
　狩野常信（寛永13（1636）年～正徳３（1713）年）
筆とされる『常信筆薩陽御城下ノ景』では御楼門前の南
側には，木柵が見られ，北側には屋敷が描かれている。
　明和４（1676）年の久保之英の『見聞秘記』付図の
本丸・二之丸前の屋敷配置付図では御楼門前の土地は柵
に囲われた「御犬垣」として描かれている。
　元禄９（1696）年の大火後の被害状況を記した『鹿
児島城絵図控』では，「明地」とされ二之丸前や周辺の
侍屋敷は「焼失・焼残」と記されている。
　火除地の設置を幕府に願い出た際の正徳３（1713）年
『鹿児島絵図控』『正徳三年御城下絵図』では，御楼門
前は「明地」となっており，二之丸前の侍屋敷とされた
範囲は，朱線で囲われ，火災で焼失し「明地」とする旨
が朱字で記載されている。
　宝暦６（1756）年『薩摩国鹿児島城絵図』では楼門
前から二之丸前まで広い範囲が「明地」となっており，
正徳３年の「火除地の設置」の文献記載と合致している
（後に詳述）。また，加治木島津家屋敷・小松家屋敷の

東側には，広小路が設けられ，火除地としていることが
窺える。文政４（1821）年『鹿児島御城下明細図』で
は，明地（空地）には階段が見られ，「下馬」と記載さ
れている。火除地とされていた二之丸前の明地には，屋
敷が建設されており，城に隣接する火除地は御楼門前の
土地のみとなっている。
　天保14（1843）年『天保年間鹿児島城下絵図』，嘉
永７（1854）年『府城南面屋形前之圖』では火除地北
側には「下乗札」「下馬札」「馬屋」「芝」などの記
載が見られる。
　また『府城南面屋形前之圖』では火除地と御楼門前は
斜面になっており，立地的に一段低いことが分かる。火
除地南側は斜面上に歩道，北側は階段が見られる。下馬
札や輿も描かれていることから，当地は登城の際の下
乗・下馬場として使用されていたことが窺える。なお，
これらの絵図からは火除地の北側に隣接する建物には供
屋や御木屋ノ場，足軽居所があったことがわかる。
　明治３（1870）年には，鹿児島城下一帯は官有地化
され，火除地跡には鎮西鎮台第２分営の練兵所が設置さ
れた。この際に，下馬札を御楼門下練兵場境上涯と御軍
神社下の東脇へ建て直して新たに作り直すこととし，存
城時の下乗札はすべて取り除かれている（『知政所達
書』）。
　明治５（1872）年に撮影された古写真では，御楼門
前は斜面になっており，草地が広がった低い土地である
ことがわかる。その後，明治６（1873）年には，火災
により本丸，御楼門が焼失してしまう。
　鎮台が去って，広大な敷地をもつ旧練兵所跡は，鹿児
島酪農の先駆者といわれる鹿児島山下町士族知識兼雄ら
によって，牧地や競馬場などに利用された（鹿児島市
1969）。明治８～９(1875～1876）年には農事社（鹿児
島山下町士族知識兼雄ら）が熊本鎮台の旧練兵所14,000
坪余を借用し，牧場事業を始める。
　明治10（1877）年の西南戦争の際には，薩軍は旧練
兵場から出陣した。牧場の家畜も薩軍に兵糧にされたよ
うである。西南戦争の戦地を記録した『西南役写真帖』
の写真では，鹿児島城正面は草地で，柵内には牧場の牛
が数頭みられる。戦後も牧場を再興し，産馬会社などに
も事業を展開された。
　明治25（1892）年の『改正鹿児島縣地誌略』で
は，「練兵場ハ病院ト造士館ノ前ニ連レル，一面ノ平地
ニシテ亦陸軍省ノ所轄二属ス，今ハ馬将ヲ設ケテ毎年競
馬アリ」と記されており，明治18（1885）年には知識
兼雄らが設立した鹿児島競馬会社が競馬場を設置し，毎
年春秋の２回競馬が挙行され，大繁盛した。
　明治26（1893）年に鹿児島市上村慶吉市長は第六師
団監督部長曽山庸との間に，鹿児島市立高等小学校の

２　犬追馬場

3　犬追物

　鹿児島城下は存城時に多くの火災が起こっている（第
１表）。度重なる火災とそれに伴う城への延焼を防ぐた
めに城内に空地（火除地）が設置された。
　城下の火災では，延宝６（1678）年４月に城下下町
を全焼する火事が起こり，城下に被害をもたらした。
　延宝８（1680）年１月には田尻八兵衛の屋敷からの
失火で，下諸士家・御春屋・屋久蔵・下町まで全焼する
火災が起こっている（田尻火事）。この火災により死者
54人，類焼宅地849軒，家数3308軒が被災した。この火
災は，春山へ狩りに鹿児島城下諸組諸士が総出で出かけ
たため，城下の消火に人手が足りずに大火になってしま
い，この大火以降は狩りへ総出することは無くなった。
　さらに，同年10～11月には城下で連続して火事が３回
起こったため，12月には辻々に火の番所を設け，城下の
警戒を行ったようである。
　元禄９（1696）年は火災が多く，４月23日の上浜町
から出火した火災では，強風のため城下だけではなく鹿
児島城にも延焼し，本丸（楼門・御角櫓・焼物蔵・御兵
具蔵・対面所・評定所蔵・御書院蔵・御文書蔵・居所
等）と二之丸の一部が被災し，被害は城下の肝付屋敷で
止まった。鹿児島城のほか，士屋敷54か所，士家数854か
所，町屋敷203か所，一町家数550軒が被災したとさ
れ，甚大な被害をもたらした（元禄の大火）。
　元禄の大火による大きな被害のため，鹿児島城の復

旧普請が始まっているが本丸普請が終了したのは宝永４
（1707）年と約10年近くかかっており，火災の被害の
大きさが窺える。
　このような城下の度重なる火災のため，正徳３
（1713）年に，被災した本丸・二之丸前の区画を城への
延焼を防ぐための火除のための空地（火除地）と定め，
その旨を幕府に願い出ている。火除地のほかにも城下の
要所に火見櫓等を設け，城下の防災に努めた。
　火除地の設置後，城下の築地の拡大など城下の整備
が進むにあたり，城下での火災は宝暦９年（1759）の
普請方の火災や安永３（1774）年に下町で大火などが
あったが，鹿児島城まで類焼する大火は起こっていない
ようである。藩下においても『御城近辺出火之節心得之
覚書』（享保13（1728）年）などで防火体制を整え
ており，鹿児島城下の発展や変遷には，火災等の災害が
深く関係しているといえる。
　なお，城としての役割を終えた明治６（1873）年に
は鹿児島（鶴丸）城本丸，御楼門は火災により焼失して
いる。

　鹿児島城の御楼門前の土地は，城下の変遷とともに変
化していることが絵図等から確認されている。
　特に御楼門前の土地は，慶長～正徳３年まで「犬追物
馬場」として利用されていた。
　元禄大火以前に利用されていた「犬追物馬場」につい
ては，前述したとおり寛文10（1670）年『薩藩城下絵
図』にみられる本丸前の方形地割に「犬追物馬場」の記
載と柵の表現，慶長～正徳年間の様子を描いた久保之英
『見聞秘記付図』の「御犬垣」と柵の記載，17世紀後半
の姿を描いたと考えられる『常信筆薩陽御城ノ景』に描
かれている木柵から確認することができる。
　安永２（1773）年には聖堂の創設のため，「御城下
枦場枦伐除，広小路ニ可仕旨被仰渡，其通伐除，御犬垣迄
取除，広小路ニ罷成候」（『三州御治世要覧』）と
され，正徳3（1713）年の空地として整地された後にも，
「御犬垣」と云われていたことがわかるが，この時期に
犬追物を行った記録は残っていないため，馬場として利
用されていたかは不明である。
　その後犬追物馬場は，安永２（1773）年に創建され
た演武館内に設置され，犬追物が再興された（『鹿児島
城屋形及びその周辺図』成尾常矩）。

４　鹿児島城下の火災

用地について賃借契約を結び，旧練兵場の一部2,620坪
９合を向こう満30年官借地料無料で借りることとした
（鹿児島市1916）。
　用地を確保できたことにより，明治27（1894）年には，
旧垂水・宮之城島津家屋敷跡に鹿児島尋常中学校が設立
され，旧練兵場跡地には鹿児島市立高等小学校が設置さ
れた。明治33（1900）年には鹿児島女子高等小学校が
鹿児島市立高等小学校の南側に開校した。
　明治34（1901）年鹿児島城跡に第七高等学校造士館
が創立され，旧二之丸前も師範学校が立ち並び，明治以
降，山下町一体は多くの学校が立ち並ぶ鹿児島の教育の
中心地となった。
　大正３（1914）年の桜島大正大噴火では「女子高等
小學校其他の石垣は惨憺たる殘骸壘々として他に煙突の
崩壊せるものは殆ど全部と云ひても差支へなき位倒壊せ
る（『鹿児島朝日新聞記事』）とあり，山下町一帯の学
校も大きな被害にあっている。大正４（1915）年には，
鹿児島高等小学校は鹿児島尋常高等小学校と改称し，鹿
児島女子高等小学校は鹿児島女子尋常高等小学校と改称
した。第二次世界大戦中には，鹿児島市内大空襲により，
山下町も大きな被害を受け，建物等が壊滅した。戦後の
復興により，鹿児島警察本部（現鹿児島市役所西別館）
や検察庁が設置され，昭和42（1967）年に鹿児島第３合
同庁舎が建設された。
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れ，甚大な被害をもたらした（元禄の大火）。
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旧普請が始まっているが本丸普請が終了したのは宝永４
（1707）年と約10年近くかかっており，火災の被害の
大きさが窺える。
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　火除地の設置後，城下の築地の拡大など城下の整備
が進むにあたり，城下での火災は宝暦９年（1759）の
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５　火除地の設置（空地の利用）

第１表　鹿児島城下の主な火災関連年表

　前述したとおり，城下で火災が相次いだため，正徳
３（1713）年に島津貴久は城・城下への類焼を防ぐため，
火除けのために鹿児島城下に火除地を設けることとした。
　「同年四月二十八日，薩府城下役座地及自二下町札辻
至築地，春屋南市廓境，士之宅地降命篤空地，其後目二
之丸至下屋敷前，又篤空地，是篤二火除預菓幕府蒙允
容也，以坤隅島津備前久達之宅地，篤下屋敷閏之中」
（『追録舊記雑録巻四十八　吉貴候御普中』）とあり，
「同年４月28日，鹿児島城下役座地および下町札辻よ
り築地まで，春屋南市店境，士分の宅地を空き地とし，
その後二之丸より下屋敷前まで火除地とすることを幕府
に申し出た。坤隅（南西隅）の島津久達（知覧島津家）
の宅地を下屋敷囲いの中とする」。この届出が幕府に認
められ，鹿児島城下に防火地として空地を火除地とした。
　また，明和４（1767）年『見聞秘記』附図（久保之
英）や明和８（1771）年『薩陽落穂集』（伊集院兼
喜撰）によれば，慶長年間から正徳初期までは，二之丸
前には諸座と侍屋敷が配置されていたが，元禄の大火後，
犬垣（本丸正面）に接する二之丸前の被災した６か所の
屋敷（喜入安房・島津中務・鎌田小藤次・島津佐衛門・
島津備中・佐多豊前）を召し上げて明地とした。その明
地に火除地としての役割を持たせ，枦・松・杉・檜等を
植栽したとされる。
　その際の明地（空地）の広さについて『通昭録巻七鍳
察使答門抄上』によれば，「一　御下屋敷前空地之事　
中小路より東堅八十一間，横五十八間，同西堅百三十六
間，横五十七間半」と記されている（現名山小～中央公
園）。また火除地の設置に伴って，同年12月には火除け
のため家来屋敷の建て直しについて幕府に願い出ている。

　防災のために設置された火除地だが，安永２
（1773）年には，二之丸前の火除地に聖堂・医学院・
造士館・演武館・諸役屋敷（御記録所・寺社奉行所・町
奉行所等の役所）が創設され，城に隣接する火除地は安
永年間以降には御楼門前の空地のみとなり，縮小した
（『三州御治世要覧』）。この地については，正徳年間
以降も恒常的な建物がない火除地として機能をもつ空間
として継続して利用されていたようである。
　明治３（1870）年には，『全国城郭存廃ノ処分並兵
営地等撰定方』により，鹿児島城は廃城となり，鎮西
（熊本）鎮台第二分営第六師団の練兵場が設置されたた
め，官有地となり，鹿児島城の火除地としての役目を終
えている。
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第２表　鹿児島城関連年表
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第３図　鹿児島城下絵図　近世期

寛文10（1670）年
「薩藩御城下絵図」（部分）（鹿児島県立図書館所蔵）

明和４（1767）年
『見聞秘記付図』（部分）久保之英　慶長～正徳年間の絵図

元禄９（1696）年
「鹿児島城絵図控」（部分）（東京大学史料編纂所所蔵）

正徳３（1714）年
「正徳三年御城下絵図」（部分）（鹿児島県立図書館所蔵）

宝暦６（1756）年
「薩摩国鹿児島城絵図」（部分）（東京大学史料編纂所所蔵）

文政４（1821）年
「鹿児島御城下明細図」（部分）（鹿児島県立図書館所蔵）

天保14（1843）年
「天保年間鹿児島城下絵図」（部分）（鹿児島市立美術館所蔵）

17世紀後半～18世紀前半
「常信筆薩陽御城下ノ景」（部分）（黎明館所蔵）
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第４図　鹿児島城下絵図　近世～近代以降

嘉永７（1854）年
「府城南面屋形前之圖」（部分）髙木善助『西陲畫帖』

安政6（1860）年
｢旧薩藩御城下絵図　東北部｣（部分）（鹿児島県立図書館所蔵）

明治６（1873）年
『鹿児島城屋形及びその周辺図』（部分）成尾常矩（鹿児島市立美術館蔵）

演武館内に犬追物馬場が設置されている

明治６（1873）年
『鹿児島城屋形及びその周辺図』成尾常矩（部分）（鹿児島市立美術館蔵）

明治５（1872）年
「島津御本丸前面景」（鹿児島県立図書館所蔵）

明治10（1884年）年
明治 10年「西南役写真帖」38・39鹿児島口９第二十五ノ一・其二

（宮内庁三の丸所蔵館所蔵）（宮内庁2022）
鹿児島旧種子島屋敷前ヨリ南ニ向ケテ写ス，練兵場新橋堀ノ跡等ノ景

明治10（1884年）年
明治10年「西南役写真帖」38・39鹿児島口９第二十五ノ一・其二・其三・其四９

（宮内庁三の丸所蔵館所蔵）（宮内庁2022）
正面城山全面私学校練兵場新橋堀ノ跡右城山全面右私学校新橋堀跡左二ノ丸前面練兵場新橋堀ノ跡等ノ景（其二より）

（左：練兵場 , 中央：鹿児島城本丸・二之丸，右：私学校石垣）
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第５図　鹿児島城下絵図　近世～近代以降

嘉永７（1854）年
「府城南面屋形前之圖」（部分）髙木善助『西陲畫帖』

明治30（1897）年
「鹿兒島市街實地踏査圖」（部分）（蓑田1908）

大正７年（1918）年　「鹿児島市街便覧図 実地測量地番里程入」
（部分）（若松長義 製・吉田書房1918）（国立国会図書館蔵）

昭和10～ 13年（1935～ 1938）
鹿児島城跡：第七高等学校造士館，手前：高等小学校校舎

昭和14（1939）年
「鹿児島市職業別明細図」（部分）（鹿児島市1995）

1948/3/30（昭 23）　米軍空撮（国土地理院）
USA　R-229-49

1966/09/29( 昭 41)　空中写真（国土地理院）
KU6610Y-C2-9

2019年空撮（右：旧検察庁庁舎、左：第３合同庁舎）
鹿児島城御楼門再建前
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第６図　周辺遺跡位置図
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第３表　周辺遺跡一覧表
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　調査区は約 1,532 ㎡のうち，1,106 ㎡の本調査を実施し
た。調査区には平成 29 年度調査で使用した鹿児島城跡
の調査グリッド（５ｍ）を延長し，設定した。
　調査は，調査区中央に残された旧検察庁舎の基礎を境
に調査区を東西で概ね２分割し，排土を随時搬出しなが
ら調査を行った。
　表土掘削は，九州地方整備局との事前協議の結果，包
含層への影響を考慮し概ね TP4.0 付近までの掘削は九州
地方整備局が行い，それ以下の表土除去と包含層掘削は
県立埋蔵文化財センターが実施した。
　発掘調査は，TP4.0 以下の表土除去と同時に，調査区
内に残置された基礎の建設に伴う撹乱土の除去を先行し
て行い，これを先行トレンチとして利用しながら相互に
隣接する部分の地層の対比を行いながら調査を進めた。
　特にⅡ層では凝灰岩の建物基礎や造成層が検出され，
旧庁舎建築時の撹乱も相俟って調査区内の地層把握は困
難を極めた。
　近代・近現代に相当する建物基礎の配置や造成，撹乱
等の範囲については適宜測量及び写真撮影等の記録作業
を行いながら調査を進行させた。

第１節　調査の方法
１　発掘調査の方法

２　遺構の認定と調査方法

H29調査区南壁R3調査区南壁

第Ⅲ章　調査の方法と成果

　各遺構面では通常の遺構検出作業を行った後に写真撮
影と測量・図化作業を行い，各遺構の状況に応じて断面
写真撮影と図化を行った。
　なお，本遺跡では造成と各面での遺構の構築が繰り返
し行われていたため，実測図は 1/20 遣方平面図への記
録を基本として行った。撹乱部分の掘削や下層確認トレン
チを併用しながら重点的に掘削及び遺物・遺構の有無の
確認を行った。

　検出された遺構については，遺構の種類ごとに検出さ
れた順で遺構名と遺構番号を付与した。調査の過程で遺
構でないと判断されたものについては欠番とした。本報
告書内での遺構名は，調査時の遺構名で報告している
（各層の遺構一覧は各項に記載）。
　遺構検出はⅡ層上面・下面，Ⅳ層，Ⅴ層で試みた。調
査区は撹乱も多く，層が残存しない箇所や面での調査が
困難な箇所もあったため，層序を慎重に把握しながら行っ
た。
　遺構は検出された段階で写真撮影・実測を実施した後，
土坑や柱穴については半截，溝状遺構や不明遺構等は土
層観察用のベルトを設定し，土層の確認を行いながら掘

り下げた。遺構の性格・状況に応じて出土遺物の記録作
成や取り上げ，土層堆積状況の断面図等の記録を行った。
遺構の認定については埋土の状況や床面の状態，遺物出
土状況等を基に判断した。
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第２節　層序

３　整理作業の方法

　検出された遺構については，遺構の種類ごとに検出さ
れた順で遺構名と遺構番号を付与した。調査の過程で遺
構でないと判断されたものについては欠番とした。本報
告書内での遺構名は，調査時の遺構名で報告している
（各層の遺構一覧は各項に記載）。
　遺構検出はⅡ層上面・下面，Ⅳ層，Ⅴ層で試みた。調
査区は撹乱も多く，層が残存しない箇所や面での調査が
困難な箇所もあったため，層序を慎重に把握しながら行っ
た。
　遺構は検出された段階で写真撮影・実測を実施した後，
土坑や柱穴については半截，溝状遺構や不明遺構等は土
層観察用のベルトを設定し，土層の確認を行いながら掘

り下げた。遺構の性格・状況に応じて出土遺物の記録作
成や取り上げ，土層堆積状況の断面図等の記録を行った。
遺構の認定については埋土の状況や床面の状態，遺物出
土状況等を基に判断した。

　層序は第４表，各土層断面図は第７～12図に示す。
　Ⅰ層は主に旧庁舎建設時に造成されたもので，現地表
面から約100㎝堆積している。
　Ⅱ層は，近代～近現代の造成面である。多量の炭化
物・焼土・漆喰・瓦片を含んでおり，多くの撹乱を受け
ている。凝灰岩の建物基礎（地業）のほか，モルタルや
レンガを使用した複数時期の建物基礎，暗渠，石列，造
成面及び造成痕が検出された。

　Ⅱ層下面（Ⅱb層）の造成面は近代の練兵場・牧場に
相当すると考えられる。Ⅱ層上面（Ⅱa層）で検出され
た建物基礎については，明治～昭和初期の高等小学校な
どの校舎跡に相当する。
　Ⅲ層は近世（元禄大火以降）に相当する造成層と考え
られる。砂層の造成層で，色調及び土質は黄褐色を呈す
る砂を主体とするものから茶褐色を呈する砂礫混土層ま
で多様な特徴を示す。箇所によって堆積が異なっていた
が，基本的には砂層と暗灰色～灰色を呈する薄い造成土
が複数枚重なった層でその境界付近にはいくつかの鉄分
沈着層が介在する。残存厚にもばらつきがあったが，調
査区の広い範囲で確認された。出土遺物は瓦片などがあ
るが，他の層より比較的少ない。Ⅲ層下位ではいくつか
の特徴が異なる砂層が検出された。
　Ⅳ層はⅢ層にパックされており，Ⅲ層を除去したⅣ層
では，黄褐色土の造成面で灰褐色粘質土の埋土を主体と
する遺構が多く確認された。出土したもの中には二次焼
成を受けたものが散見された。平成29年度の調査では，
焼土や炭化物も混ざる元禄の大火の処理層に相当すると
考えられた層である。本調査区では明瞭な焼土や炭化物
などは確認されていないが，空地（火除地）時期の面で
ある想定される。
　Ⅴ層は，褐灰色～黄褐色土の造成面である。標高約
3.0mの層で，遺構は検出されず，遺物が出土した。Ⅳ
層とⅤ層は調査箇所によって，層識別が困難な造成面で

　整理作業は，令和４年度に行い，最初に遺物の水洗や
注記，接合などの基礎整理作業ともに，測量図面やデー
タを整理し，遺構図等の作成を行った。
　注記は注記記号「HY」を頭に「調査年度（R3）」，
「調査区」，「層」，「遺構名」の順で記入した。基礎
整理作業後，実測遺物の選別・実測・拓本・トレース等
の製図作業を行った。木製品に関しては，乾燥に留意し
ながら，分類・実測・トレース等の製図作業を行った後，
保存処理準備や科学分析を行った。

あった。Ⅵ層は褐灰色～黄褐色土の造成面である。遺物
はごく少量で，遺構の検出はなく，平坦な造成面の広が
りが確認された。Ⅴ層もしくはⅥ層がおそらく鹿児島城
築城時の造成面または犬追物馬場の面の可能性が考えら
れる。
　Ⅶ層は軽石を含む砂層であり，木製杭が打ち込まれた
状態で出土した。杭の年代測定の結果から，鹿児島城築
城以前の中世相当層と考えられる。Ⅶ～Ⅹ層は軽石を含
む自然堆積の砂層で，遺構や遺物は発見されなかった。
　Ⅺ層はH29年度の調査では確認されなかったが，粗い
黄色砂層であった。
　以上のことから，本調査の結果，H29年度調査同様，
後世の撹乱や旧庁舎基礎等で破壊されて残存していない
箇所もあったが，撹乱が少なく比較的残存していた箇所
に関しては，近代～近世・中世にかけての包含層，遺構
等が良好に残存したことが確認された。

第7図　土層断面位置図
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　層序は第４表，各土層断面図は第７～12図に示す。
　Ⅰ層は主に旧庁舎建設時に造成されたもので，現地表
面から約100㎝堆積している。
　Ⅱ層は，近代～近現代の造成面である。多量の炭化
物・焼土・漆喰・瓦片を含んでおり，多くの撹乱を受け
ている。凝灰岩の建物基礎（地業）のほか，モルタルや
レンガを使用した複数時期の建物基礎，暗渠，石列，造
成面及び造成痕が検出された。

　Ⅱ層下面（Ⅱb層）の造成面は近代の練兵場・牧場に
相当すると考えられる。Ⅱ層上面（Ⅱa層）で検出され
た建物基礎については，明治～昭和初期の高等小学校な
どの校舎跡に相当する。
　Ⅲ層は近世（元禄大火以降）に相当する造成層と考え
られる。砂層の造成層で，色調及び土質は黄褐色を呈す
る砂を主体とするものから茶褐色を呈する砂礫混土層ま
で多様な特徴を示す。箇所によって堆積が異なっていた
が，基本的には砂層と暗灰色～灰色を呈する薄い造成土
が複数枚重なった層でその境界付近にはいくつかの鉄分
沈着層が介在する。残存厚にもばらつきがあったが，調
査区の広い範囲で確認された。出土遺物は瓦片などがあ
るが，他の層より比較的少ない。Ⅲ層下位ではいくつか
の特徴が異なる砂層が検出された。
　Ⅳ層はⅢ層にパックされており，Ⅲ層を除去したⅣ層
では，黄褐色土の造成面で灰褐色粘質土の埋土を主体と
する遺構が多く確認された。出土したもの中には二次焼
成を受けたものが散見された。平成29年度の調査では，
焼土や炭化物も混ざる元禄の大火の処理層に相当すると
考えられた層である。本調査区では明瞭な焼土や炭化物
などは確認されていないが，空地（火除地）時期の面で
ある想定される。
　Ⅴ層は，褐灰色～黄褐色土の造成面である。標高約
3.0mの層で，遺構は検出されず，遺物が出土した。Ⅳ
層とⅤ層は調査箇所によって，層識別が困難な造成面で

あった。Ⅵ層は褐灰色～黄褐色土の造成面である。遺物
はごく少量で，遺構の検出はなく，平坦な造成面の広が
りが確認された。Ⅴ層もしくはⅥ層がおそらく鹿児島城
築城時の造成面または犬追物馬場の面の可能性が考えら
れる。
　Ⅶ層は軽石を含む砂層であり，木製杭が打ち込まれた
状態で出土した。杭の年代測定の結果から，鹿児島城築
城以前の中世相当層と考えられる。Ⅶ～Ⅹ層は軽石を含
む自然堆積の砂層で，遺構や遺物は発見されなかった。
　Ⅺ層はH29年度の調査では確認されなかったが，粗い
黄色砂層であった。
　以上のことから，本調査の結果，H29年度調査同様，
後世の撹乱や旧庁舎基礎等で破壊されて残存していない
箇所もあったが，撹乱が少なく比較的残存していた箇所
に関しては，近代～近世・中世にかけての包含層，遺構
等が良好に残存したことが確認された。
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　層序は第４表，各土層断面図は第７～12図に示す。
　Ⅰ層は主に旧庁舎建設時に造成されたもので，現地表
面から約100㎝堆積している。
　Ⅱ層は，近代～近現代の造成面である。多量の炭化
物・焼土・漆喰・瓦片を含んでおり，多くの撹乱を受け
ている。凝灰岩の建物基礎（地業）のほか，モルタルや
レンガを使用した複数時期の建物基礎，暗渠，石列，造
成面及び造成痕が検出された。

　Ⅱ層下面（Ⅱb層）の造成面は近代の練兵場・牧場に
相当すると考えられる。Ⅱ層上面（Ⅱa層）で検出され
た建物基礎については，明治～昭和初期の高等小学校な
どの校舎跡に相当する。
　Ⅲ層は近世（元禄大火以降）に相当する造成層と考え
られる。砂層の造成層で，色調及び土質は黄褐色を呈す
る砂を主体とするものから茶褐色を呈する砂礫混土層ま
で多様な特徴を示す。箇所によって堆積が異なっていた
が，基本的には砂層と暗灰色～灰色を呈する薄い造成土
が複数枚重なった層でその境界付近にはいくつかの鉄分
沈着層が介在する。残存厚にもばらつきがあったが，調
査区の広い範囲で確認された。出土遺物は瓦片などがあ
るが，他の層より比較的少ない。Ⅲ層下位ではいくつか
の特徴が異なる砂層が検出された。
　Ⅳ層はⅢ層にパックされており，Ⅲ層を除去したⅣ層
では，黄褐色土の造成面で灰褐色粘質土の埋土を主体と
する遺構が多く確認された。出土したもの中には二次焼
成を受けたものが散見された。平成29年度の調査では，
焼土や炭化物も混ざる元禄の大火の処理層に相当すると
考えられた層である。本調査区では明瞭な焼土や炭化物
などは確認されていないが，空地（火除地）時期の面で
ある想定される。
　Ⅴ層は，褐灰色～黄褐色土の造成面である。標高約
3.0mの層で，遺構は検出されず，遺物が出土した。Ⅳ
層とⅤ層は調査箇所によって，層識別が困難な造成面で

あった。Ⅵ層は褐灰色～黄褐色土の造成面である。遺物
はごく少量で，遺構の検出はなく，平坦な造成面の広が
りが確認された。Ⅴ層もしくはⅥ層がおそらく鹿児島城
築城時の造成面または犬追物馬場の面の可能性が考えら
れる。
　Ⅶ層は軽石を含む砂層であり，木製杭が打ち込まれた
状態で出土した。杭の年代測定の結果から，鹿児島城築
城以前の中世相当層と考えられる。Ⅶ～Ⅹ層は軽石を含
む自然堆積の砂層で，遺構や遺物は発見されなかった。
　Ⅺ層はH29年度の調査では確認されなかったが，粗い
黄色砂層であった。
　以上のことから，本調査の結果，H29年度調査同様，
後世の撹乱や旧庁舎基礎等で破壊されて残存していない
箇所もあったが，撹乱が少なく比較的残存していた箇所
に関しては，近代～近世・中世にかけての包含層，遺構
等が良好に残存したことが確認された。
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　層序は第４表，各土層断面図は第７～12図に示す。
　Ⅰ層は主に旧庁舎建設時に造成されたもので，現地表
面から約100㎝堆積している。
　Ⅱ層は，近代～近現代の造成面である。多量の炭化
物・焼土・漆喰・瓦片を含んでおり，多くの撹乱を受け
ている。凝灰岩の建物基礎（地業）のほか，モルタルや
レンガを使用した複数時期の建物基礎，暗渠，石列，造
成面及び造成痕が検出された。

　Ⅱ層下面（Ⅱb層）の造成面は近代の練兵場・牧場に
相当すると考えられる。Ⅱ層上面（Ⅱa層）で検出され
た建物基礎については，明治～昭和初期の高等小学校な
どの校舎跡に相当する。
　Ⅲ層は近世（元禄大火以降）に相当する造成層と考え
られる。砂層の造成層で，色調及び土質は黄褐色を呈す
る砂を主体とするものから茶褐色を呈する砂礫混土層ま
で多様な特徴を示す。箇所によって堆積が異なっていた
が，基本的には砂層と暗灰色～灰色を呈する薄い造成土
が複数枚重なった層でその境界付近にはいくつかの鉄分
沈着層が介在する。残存厚にもばらつきがあったが，調
査区の広い範囲で確認された。出土遺物は瓦片などがあ
るが，他の層より比較的少ない。Ⅲ層下位ではいくつか
の特徴が異なる砂層が検出された。
　Ⅳ層はⅢ層にパックされており，Ⅲ層を除去したⅣ層
では，黄褐色土の造成面で灰褐色粘質土の埋土を主体と
する遺構が多く確認された。出土したもの中には二次焼
成を受けたものが散見された。平成29年度の調査では，
焼土や炭化物も混ざる元禄の大火の処理層に相当すると
考えられた層である。本調査区では明瞭な焼土や炭化物
などは確認されていないが，空地（火除地）時期の面で
ある想定される。
　Ⅴ層は，褐灰色～黄褐色土の造成面である。標高約
3.0mの層で，遺構は検出されず，遺物が出土した。Ⅳ
層とⅤ層は調査箇所によって，層識別が困難な造成面で

あった。Ⅵ層は褐灰色～黄褐色土の造成面である。遺物
はごく少量で，遺構の検出はなく，平坦な造成面の広が
りが確認された。Ⅴ層もしくはⅥ層がおそらく鹿児島城
築城時の造成面または犬追物馬場の面の可能性が考えら
れる。
　Ⅶ層は軽石を含む砂層であり，木製杭が打ち込まれた
状態で出土した。杭の年代測定の結果から，鹿児島城築
城以前の中世相当層と考えられる。Ⅶ～Ⅹ層は軽石を含
む自然堆積の砂層で，遺構や遺物は発見されなかった。
　Ⅺ層はH29年度の調査では確認されなかったが，粗い
黄色砂層であった。
　以上のことから，本調査の結果，H29年度調査同様，
後世の撹乱や旧庁舎基礎等で破壊されて残存していない
箇所もあったが，撹乱が少なく比較的残存していた箇所
に関しては，近代～近世・中世にかけての包含層，遺構
等が良好に残存したことが確認された。
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　層序は第４表，各土層断面図は第７～12図に示す。
　Ⅰ層は主に旧庁舎建設時に造成されたもので，現地表
面から約100㎝堆積している。
　Ⅱ層は，近代～近現代の造成面である。多量の炭化
物・焼土・漆喰・瓦片を含んでおり，多くの撹乱を受け
ている。凝灰岩の建物基礎（地業）のほか，モルタルや
レンガを使用した複数時期の建物基礎，暗渠，石列，造
成面及び造成痕が検出された。

　Ⅱ層下面（Ⅱb層）の造成面は近代の練兵場・牧場に
相当すると考えられる。Ⅱ層上面（Ⅱa層）で検出され
た建物基礎については，明治～昭和初期の高等小学校な
どの校舎跡に相当する。
　Ⅲ層は近世（元禄大火以降）に相当する造成層と考え
られる。砂層の造成層で，色調及び土質は黄褐色を呈す
る砂を主体とするものから茶褐色を呈する砂礫混土層ま
で多様な特徴を示す。箇所によって堆積が異なっていた
が，基本的には砂層と暗灰色～灰色を呈する薄い造成土
が複数枚重なった層でその境界付近にはいくつかの鉄分
沈着層が介在する。残存厚にもばらつきがあったが，調
査区の広い範囲で確認された。出土遺物は瓦片などがあ
るが，他の層より比較的少ない。Ⅲ層下位ではいくつか
の特徴が異なる砂層が検出された。
　Ⅳ層はⅢ層にパックされており，Ⅲ層を除去したⅣ層
では，黄褐色土の造成面で灰褐色粘質土の埋土を主体と
する遺構が多く確認された。出土したもの中には二次焼
成を受けたものが散見された。平成29年度の調査では，
焼土や炭化物も混ざる元禄の大火の処理層に相当すると
考えられた層である。本調査区では明瞭な焼土や炭化物
などは確認されていないが，空地（火除地）時期の面で
ある想定される。
　Ⅴ層は，褐灰色～黄褐色土の造成面である。標高約
3.0mの層で，遺構は検出されず，遺物が出土した。Ⅳ
層とⅤ層は調査箇所によって，層識別が困難な造成面で

あった。Ⅵ層は褐灰色～黄褐色土の造成面である。遺物
はごく少量で，遺構の検出はなく，平坦な造成面の広が
りが確認された。Ⅴ層もしくはⅥ層がおそらく鹿児島城
築城時の造成面または犬追物馬場の面の可能性が考えら
れる。
　Ⅶ層は軽石を含む砂層であり，木製杭が打ち込まれた
状態で出土した。杭の年代測定の結果から，鹿児島城築
城以前の中世相当層と考えられる。Ⅶ～Ⅹ層は軽石を含
む自然堆積の砂層で，遺構や遺物は発見されなかった。
　Ⅺ層はH29年度の調査では確認されなかったが，粗い
黄色砂層であった。
　以上のことから，本調査の結果，H29年度調査同様，
後世の撹乱や旧庁舎基礎等で破壊されて残存していない
箇所もあったが，撹乱が少なく比較的残存していた箇所
に関しては，近代～近世・中世にかけての包含層，遺構
等が良好に残存したことが確認された。
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　層序は第４表，各土層断面図は第７～12図に示す。
　Ⅰ層は主に旧庁舎建設時に造成されたもので，現地表
面から約100㎝堆積している。
　Ⅱ層は，近代～近現代の造成面である。多量の炭化
物・焼土・漆喰・瓦片を含んでおり，多くの撹乱を受け
ている。凝灰岩の建物基礎（地業）のほか，モルタルや
レンガを使用した複数時期の建物基礎，暗渠，石列，造
成面及び造成痕が検出された。

　Ⅱ層下面（Ⅱb層）の造成面は近代の練兵場・牧場に
相当すると考えられる。Ⅱ層上面（Ⅱa層）で検出され
た建物基礎については，明治～昭和初期の高等小学校な
どの校舎跡に相当する。
　Ⅲ層は近世（元禄大火以降）に相当する造成層と考え
られる。砂層の造成層で，色調及び土質は黄褐色を呈す
る砂を主体とするものから茶褐色を呈する砂礫混土層ま
で多様な特徴を示す。箇所によって堆積が異なっていた
が，基本的には砂層と暗灰色～灰色を呈する薄い造成土
が複数枚重なった層でその境界付近にはいくつかの鉄分
沈着層が介在する。残存厚にもばらつきがあったが，調
査区の広い範囲で確認された。出土遺物は瓦片などがあ
るが，他の層より比較的少ない。Ⅲ層下位ではいくつか
の特徴が異なる砂層が検出された。
　Ⅳ層はⅢ層にパックされており，Ⅲ層を除去したⅣ層
では，黄褐色土の造成面で灰褐色粘質土の埋土を主体と
する遺構が多く確認された。出土したもの中には二次焼
成を受けたものが散見された。平成29年度の調査では，
焼土や炭化物も混ざる元禄の大火の処理層に相当すると
考えられた層である。本調査区では明瞭な焼土や炭化物
などは確認されていないが，空地（火除地）時期の面で
ある想定される。
　Ⅴ層は，褐灰色～黄褐色土の造成面である。標高約
3.0mの層で，遺構は検出されず，遺物が出土した。Ⅳ
層とⅤ層は調査箇所によって，層識別が困難な造成面で

あった。Ⅵ層は褐灰色～黄褐色土の造成面である。遺物
はごく少量で，遺構の検出はなく，平坦な造成面の広が
りが確認された。Ⅴ層もしくはⅥ層がおそらく鹿児島城
築城時の造成面または犬追物馬場の面の可能性が考えら
れる。
　Ⅶ層は軽石を含む砂層であり，木製杭が打ち込まれた
状態で出土した。杭の年代測定の結果から，鹿児島城築
城以前の中世相当層と考えられる。Ⅶ～Ⅹ層は軽石を含
む自然堆積の砂層で，遺構や遺物は発見されなかった。
　Ⅺ層はH29年度の調査では確認されなかったが，粗い
黄色砂層であった。
　以上のことから，本調査の結果，H29年度調査同様，
後世の撹乱や旧庁舎基礎等で破壊されて残存していない
箇所もあったが，撹乱が少なく比較的残存していた箇所
に関しては，近代～近世・中世にかけての包含層，遺構
等が良好に残存したことが確認された。
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　層序は第４表，各土層断面図は第７～12図に示す。
　Ⅰ層は主に旧庁舎建設時に造成されたもので，現地表
面から約100㎝堆積している。
　Ⅱ層は，近代～近現代の造成面である。多量の炭化
物・焼土・漆喰・瓦片を含んでおり，多くの撹乱を受け
ている。凝灰岩の建物基礎（地業）のほか，モルタルや
レンガを使用した複数時期の建物基礎，暗渠，石列，造
成面及び造成痕が検出された。

　Ⅱ層下面（Ⅱb層）の造成面は近代の練兵場・牧場に
相当すると考えられる。Ⅱ層上面（Ⅱa層）で検出され
た建物基礎については，明治～昭和初期の高等小学校な
どの校舎跡に相当する。
　Ⅲ層は近世（元禄大火以降）に相当する造成層と考え
られる。砂層の造成層で，色調及び土質は黄褐色を呈す
る砂を主体とするものから茶褐色を呈する砂礫混土層ま
で多様な特徴を示す。箇所によって堆積が異なっていた
が，基本的には砂層と暗灰色～灰色を呈する薄い造成土
が複数枚重なった層でその境界付近にはいくつかの鉄分
沈着層が介在する。残存厚にもばらつきがあったが，調
査区の広い範囲で確認された。出土遺物は瓦片などがあ
るが，他の層より比較的少ない。Ⅲ層下位ではいくつか
の特徴が異なる砂層が検出された。
　Ⅳ層はⅢ層にパックされており，Ⅲ層を除去したⅣ層
では，黄褐色土の造成面で灰褐色粘質土の埋土を主体と
する遺構が多く確認された。出土したもの中には二次焼
成を受けたものが散見された。平成29年度の調査では，
焼土や炭化物も混ざる元禄の大火の処理層に相当すると
考えられた層である。本調査区では明瞭な焼土や炭化物
などは確認されていないが，空地（火除地）時期の面で
ある想定される。
　Ⅴ層は，褐灰色～黄褐色土の造成面である。標高約
3.0mの層で，遺構は検出されず，遺物が出土した。Ⅳ
層とⅤ層は調査箇所によって，層識別が困難な造成面で

第３節　中世・近世の調査成果
１　概要

２　Ⅵ～Ⅷ層の調査（第13・14図）

（１）遺物

３　Ⅳ・Ⅴ層の調査（第15～ 38図・第５表）
（１）概要

（２）遺構（第15～ 22図）
不明遺構（SX）（第 18・19図）

　調査ではⅢ～Ⅵ層が近世相当層であることが確認され
た。最下層のⅥ～Ⅷ層は，水分を多く含む湧水層で中
世・近世相当の木製の杭が出土した。
　Ⅴ層は鉄分を多く含む褐灰色～黄褐色砂質土，Ⅵ層は
褐灰色～黄褐色土の造成面で，H29年度調査のⅥ層とⅤ
層に相当する層である。遺物出土がほぼなく，平坦に造
成されていることから，築城時または犬追物馬場の造成
面である可能性が高いと考えられる層である。
　Ⅳ層はⅢ層の砂土面直下の層で，硬くしまった造成面
であり，多数の遺構が確認された。遺物には，二次焼成
を受けたものや鹿児島城の御楼門瓦のような大型瓦・漆
喰片も多いことから，元禄の大火以降の層であると考え
られる。
　Ⅲ層は，砂質の強い硬化面であり，調査区によって残
存する厚さは異なるものの，調査区のほぼ全面で確認さ
れた。遺物はさほど多くなく，鹿児島城関連の大型の瓦
が大半を占めていた。

　１～７は木製の杭，８は篦状の木製品である。２は
マツ製の杭で，H29年度の中世相当の杭列と形状や樹種，
年代測定の結果等が類似していることから一連のものと
考えられる。１も欠損しているが同様の可能性が高い。
　３・４は自然面を残すが，多角形（五面）に面取り加
工されており，H29年度調査で確認された犬追物馬場の
杭列と考えられる杭と太さや加工，年代が類似している
ことから，一連のものの可能性が考えられる。
　他の杭については，自然面を残し杭先のみを加工して
いるものが多い。
　これらの遺物については，年代測定の結果からおおむ
ね16世紀前半～17世紀前半の結果が得られており，鹿児
島城築城以前から江戸前期段階のものであることと考えら
れる（詳細は第４章）。

　調査区に広く確認された砂層の造成面（Ⅲ層）直下の
造成層で，遺構が多く確認された。撹乱も多く，層堆積
の把握が非常に困難であったが，鉄分を多く含む一連の
造成面をⅣ・Ⅴ層とした。この層はH29年度のⅤ層に相
当する。
　ピットのほか，様々な形状の遺構が検出された。また，
漆喰等も多量に含む大型の廃棄土坑と考えられるもの
（SD11）も確認された。これらの遺構は上面からの撹
乱が多かったため，遺構の埋土の把握が困難なものも多
く，遺構内遺物の一括性を示すことが困難であった。
　このことから，遺物は遺構内一括遺物としては報告せ
ずに，包含層遺物と併せて報告する。遺構内遺物として
確実に確認されたものについては，個別に報告している。
なお，包含層や遺構からはイノシシ等の動物骨を出土し
ている（写真図版参照）。

　調査区全域で確認された楕円状や溝状の遺構である。
約幅70㎝，長さ幅約２m程度，深さ20～30㎝のものが
多いが，無数の撹乱のため，全形を確認できないものも
多い。遺構内からは，陶磁器や瓦片などが出土している。
埋土や検出時の遺構プランが明確であったものについて
個別に図化した。
　イ－11・12区で検出されたSX002～004は，東西方向
に延びる楕円状の遺構である。SX002は長軸210㎝×
短軸78㎝×深さ25㎝，SX003は長軸70㎝×短軸60㎝×
深さ20㎝，SX004は長軸70㎝×短軸20㎝×深さ30㎝で
あった。SX003の平面形は不定形を呈すが，掘り込みは
台形状でSX004と類似する。
　SX005～009も楕円形を呈す遺構である。SX005は長
軸250㎝×短軸60㎝×深さ20㎝，SX006は長軸210㎝×

　鹿児島城築城以前の中世該当層と考えられる層である。
軽石を含む黒褐色砂層で，水分を多く含む層であった。
東に傾斜する地形的な勾配から調査区西側はあまり残存
しておらず，調査区東側のウ～オ－４～13区で良好な堆
積が確認された。杭はいずれも打ち込まれた状態で出土
しているが，検出された層は杭によって異なる。
　第13図に出土位置と検出した垂直分布を示す（レベル
は検出された上面を示す）。層の残存状況が地点によっ
て異なるため打ち込まれた層はⅤ層～Ⅵ層のものやⅦ～
Ⅹ層のものが確認された。Ⅶ層以下のものは，中世段階
のものと考えられる。

あった。Ⅵ層は褐灰色～黄褐色土の造成面である。遺物
はごく少量で，遺構の検出はなく，平坦な造成面の広が
りが確認された。Ⅴ層もしくはⅥ層がおそらく鹿児島城
築城時の造成面または犬追物馬場の面の可能性が考えら
れる。
　Ⅶ層は軽石を含む砂層であり，木製杭が打ち込まれた
状態で出土した。杭の年代測定の結果から，鹿児島城築
城以前の中世相当層と考えられる。Ⅶ～Ⅹ層は軽石を含
む自然堆積の砂層で，遺構や遺物は発見されなかった。
　Ⅺ層はH29年度の調査では確認されなかったが，粗い
黄色砂層であった。
　以上のことから，本調査の結果，H29年度調査同様，
後世の撹乱や旧庁舎基礎等で破壊されて残存していない
箇所もあったが，撹乱が少なく比較的残存していた箇所
に関しては，近代～近世・中世にかけての包含層，遺構
等が良好に残存したことが確認された。
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第13図　木製品出土状況（Ⅵ層地形図）
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マツ属複維管束亜属
cal AD1494-1603

21
アワブキ属
cal AD1510-1593

3

ヒサカキ属
cal AD1628-1664

5
タブノキ属
cal AD1458-1524

6

サクラ属
cal AD1449-1600
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8

タブノキ属
cal AD1504-1597

4

第14図　Ⅵ～Ⅷ層出土木製品
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SX060・SD011（第 20図）

（２）遺物（第23～ 38図）

　Y・Z－５・６区で確認された大型遺構である。
SX060は検出が確認できた大きさで長さ約740㎝×幅
200㎝×深さ120㎝である。SD011は長さ約480㎝×幅
150㎝×深さ80㎝である。明確な切り合いは確認できな
かったが，床面はⅪ層（黄色砂）であった。
　SD011は，非常に多量の漆喰と瓦片が多量に含まれて
いたことから，廃棄土坑の性格をもつ遺構と考えられる。
埋土の瓦は，鹿児島城で出土する大型の瓦や海鼠瓦・
塀瓦などが多い。漆喰・瓦片を多量に含む特徴的な埋
土は，Y・Z－５区のベルト断面（B－B')や調査区南壁
（D003）で確認されたことから，調査区南側までの遺

構の広がりを想定している（Y・Z－４・５区は撹乱の
ため平面は残存していない）。
　SX060は遺構の性格は不明だが床面も平坦ではなく，
凹凸が激しく大型の礫を含むことから，SD011と同様で
廃棄遺構の可能性が高い。埋土内からは陶磁器・瓦片の
ほか，下駄等の木製品も出土している。

ピット（第21・22図）
　エ・オ－４区で柱穴群が検出された。幅約30㎝×深
さ約20～30㎝であり，東西方向にピット列が検出され
ている。そのうちP16・P20・P27は木製の板が出土し
た。板はヒノキ製で長さ約15㎝，幅約10㎝，厚さ２㎝大
の板状のものと，片面を加工したものがあるが，用途は
不明である。年代測定の結果から，19世紀代のものであ
ることが確認された（詳細は第Ⅳ章）。

短軸80㎝×深さ10㎝，SX007は長軸260㎝×短軸100㎝
×深さ20㎝，SX009は長軸210㎝×短軸80㎝×深さ10㎝
であった。SX009はP63に切られており，大型の礫を多
く含む。
　SX020・042・027・026・035は小型の楕円形を呈
す土坑で，SX020は長軸110㎝×短軸75㎝×深さ30㎝，
SX042は長軸100㎝×短軸70㎝×深さ30㎝，SX027は長
軸100㎝×短軸60㎝×深さ10㎝，SX035は長軸80㎝×短
軸30㎝×深さ８㎝であった。
　SX046・024・041は，約200㎝大の楕円形で深さが20
～30㎝の土坑である。SX046・041は撹乱が多く，全形
は残存しなかった。SX048は不定形で礫を多く含む。
　検出された遺構の性格については不明だが，平成29
年度のⅤ層面での検出遺構（SX１～1２，SK１・２等）
と検出面（L＝3.2～2.8ｍ），遺構形状や大きさ，埋土
等が類似していることから，近世遺構の広がりがあるこ
とが確認された。

　17～30は軒丸瓦である。17～26は連珠三巴文で周縁
幅が狭く，連珠が小さい17や21，22，25は胎土が砂質
で灰色を呈し，角閃石や石英を多く含む。27～30は牡
丹文で，27・28 は花弁襞が葉脈状になるが，29，30は
葉脈の表現はなく，花弁襞を隆起させて花芯下部が平坦
になっている。これらは非常に類似していることから，
同氾の可能性がある。31は小菊瓦である。
　32～38は軒平瓦，39・40は軒桟瓦である。33・34は
瓦当貼り付けで，文様はいわゆる大阪式で中心部脇の子
葉がY字状のタイプである。35～37は大型で鹿児島城の
御楼門の瓦と考えられる。38は細線の唐草文で瓦当裏
面を強い横ナデで面取りしている。39・40は大阪式の文
様で周縁幅が広く，中心飾りは大きい。
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第16図　Ⅳ層遺構配置図①
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第17図　Ⅳ層遺構配置図②
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第18図　Ⅳ層検出遺構（SX002～ 007・SX009）

①黄灰色土（2.5Y4/1）．しまり強く，粘性弱い．φ1㎝大の軽石含む．

①灰褐色粘質土（10YR4/2）．しまり強い．φ1㎝大の軽石を含む．

①褐灰色砂質土（10YR4/1）．しまり，粘性あり．φ1㎝大の小礫・軽石
　含む．

①黒褐色土（10YR3/2）．小礫混じる．
②褐灰色砂質土（10YR4/1）．粘土ブロック，軽石混じる．

①褐灰色砂質土（10YR5/1）．しまりやや強く，粘性なし．青色粘質土
　ブロック含む．

①黄灰色土（2.5Y4/1）．しまり強く，粘性弱い．φ1㎝大の軽石
　含む．
②黄灰色粘質土（2.5Y5/1）＋粘土ブロック．しまり強い．φ1㎝
　大の軽石，砂が多く混じる．

SX003

P067
SX009

SX004
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第19図　Ⅳ層検出遺構（SX020・024・027・035・041・046・048）

①褐灰色砂質土（10YR4/1）．φ1～ 4㎝大の軽石
　が混じる．しまり強く，粘性弱い．

①暗灰黄色土（2.5Y4/2）．しまり強く，粘性弱い．φ1㎝大の軽石含む．

①灰黄褐色土（10YR4/2）．粘土ブロック，軽石混じる．
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第20図　Ⅳ層検出遺構（SX060・SD011）

①にぶい黄褐色砂質土（10YR4/3）．やや粘性あり．
②灰黄褐色土（10YR4/2）．粘性強い．
③黒褐色粘質土（2.5Y3/2）．粘性強い．

SX060

①灰黄褐色土（10YR4/2）．粘質強く，礫，遺物を多く含む．（SX060 埋土）
②褐色砂質土（10YR4/1）．硬くしまりあり．（SD11 埋土）
③黄褐色砂質土（7.5YR5/3）.φ5～ 10 ㎝大の漆喰，礫，遺物を多く含む．（SD11 埋土）

SD11・SX060
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第21図　Ⅳ層検出遺構（P016）

ヒノキ
cal AD1810-1917

11

9

10

　41～43は陶器瓦である。41は軒丸瓦，42は丸瓦で施
釉ラインがハート形にある。43は平瓦で内外面ともに，
端部と中心部境に施釉がみられる。44～47は朝鮮系瓦
の平瓦である。凹面には布目痕，凸面は幾何学文様のタ
タキ痕がみられ，胎土には石英を多く含む。
　48～66は丸瓦である。小型品（48や56等）や大型品
（49，53，62等）のものがあり，サイズも様々である。
凹面には，吊縄痕や溝状の棒状圧痕が明確に残るもの
（49，51，53，54ほか）もある。また，48や56，63に
は，横方向の切り離し痕（コビキB）や58のように斜め
方向の切り離し痕（コビキA）が残るものもある。66は
摩滅が激しいが，凸面に横方向のタタキ痕と思われる痕

がみられ，朝鮮瓦の可能性もある。
　67～84は平瓦，85は桟瓦である。丸瓦と同様，大型
で厚手のものや薄手のものなどサイズは様々である。大
型のものはスタンプ文がつくもの（81～84）があり，
鹿児島城の御楼門跡や兵具所，御楼門西西側出土のもの
と同様品である。
　86～91は海鼠瓦である。四隅に穿孔をもつもので漆喰
が付着した跡が明瞭に残る。92は塀瓦である。93～96
は輪違瓦である。凸面端部は面取りされ，尻部が直線的
なもの（93・95）と三角形状のもの（94）がある。
　97～101は鬼瓦である。97は頭部，98は角，99は歯部
分である。101は葉を模しており，接合痕には傷をつけ，

─ 29─

①暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）



第22図　Ⅳ層検出遺構（P020・P027）

①暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）

①暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）

ヒノキ
cal AD1808-1920
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SX27･30

第23図　Ⅳ層出土遺物１（瓦）
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第24図　Ⅳ層出土遺物２（瓦）
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第25図　Ⅳ層出土遺物３（瓦）
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第26図　Ⅳ層出土遺物４（瓦）
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第27図　Ⅳ層出土遺物５（瓦）
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第28図　Ⅳ層出土遺物６（瓦）
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第29図　Ⅳ層出土遺物７（瓦）

─ 37─

65
SX64

66

64
SD11

63
SX60

62
SD11



─ 38 ─

67
SD11

68
SD11

70
SD11

71
SD11

69
SD11

第30図　Ⅳ層出土遺物８（瓦）
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第31図　Ⅳ層出土遺物９（瓦）



接着しやすくしている。
　102～105は青磁である。102は二次焼成を受けている
ため詳細は不明だが，上田B類もしくはE類と思われる
碗である。103は細描蓮弁文の上田B類である。104は太
宰府分類のⅠ類で，内面に片彫り草花文をもつ。105は
稜花皿で二次焼成を受けている。

　106は白磁碗で大宰府分類の白磁椀ⅥもしくはⅦ類に
相当する。
　107～115は染付である。107～113は碗，114は稜花皿，
115は壺である。111は二次焼成を受けており，全面施釉
で内面見込みは蛇の目釉剥ぎである。107・109・113は
中国景徳鎮産のものと考えられる。109・113は二次焼
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第32図　Ⅳ層出土遺物10（瓦）



第33図　Ⅳ層出土遺物11（瓦）

　成を受けている。114は端反の皿である。
　116は三島手（象嵌）の碗である。117は竪野系の白
胎陶器である。118～122は姶良・加治木系の陶器であ
る。118は茶飴釉，119は鉄釉の碗で，いずれも高台内面
は露胎，内面見込みが蛇の目釉剥ぎの龍門司窯産のもの
である。118は二次焼成を受けて，胎土が赤色化してい
る。120は白化粧土を施す小碗である。121は黄飴釉の皿
で，内面に砂目が残り，外面・底部は露胎する。初期龍
門司窯のものと考えられる。122は厚い茶褐飴釉の仏花
瓶である。
　123～132は堂平窯系・苗代川窯系の陶器である。123
は片口鉢，124は壺，125は堂平窯系の甕の口縁部，

126・127は水差の注口である。124，127は二次焼成を受
ける。128は擂鉢，129～132は甕もしくは鉢である。
　131・138は，沖縄陶器の鉢と思われる。131は線刻の
草花文，138は陽刻の花文をもつ鉢である。133・134は
中国陶器の甕である。
　135～137は備前焼の擂鉢である。139は須恵器の甕
の胴部である。内面には同心円当て具痕が明瞭に残る。
140・141は土師器の坏で，底面には糸切り痕がみられ
る。142は銅製の釘である。
　143～145は木製品である。143は杉製の丸太状のもの
である。144はツバキ製の杭で面とり加工しており，Ⅶ
層出土のもの（4・5）と類似する。146・147はSX060
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第34図　Ⅳ層出土遺物12（瓦）
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第35図　Ⅳ層出土遺物13（陶磁器）
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第36図　Ⅳ層出土遺物14（陶磁器ほか）

─ 44 ─

130
SX60

131
SX60

132
SX60

135
SX60

141
SD11

137
SD11

142
SD11

138
P59

129
SX24

133

136

139

140

132

142

128 ～ 131・133～ 141

134

128



第37図　Ⅳ層出土木製品・出土位置図
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cal AD1830-1894

ツバキ属
cal AD1498-1600



　Ⅲ層（砂層）直上のⅡ層は，黄褐色～茶褐色の砂を含
む造成層で明治期～昭和初期に相当する層である。
　Ⅱ層下面（Ⅱb層）は，硬い炭化物を含む造成面で明
治初期の設置された練兵所に相当する層と考えられる。
Ⅱ層上面（Ⅱa層）は，凝灰岩の栗石を基礎とした建物基
礎や排水溝などが調査区全面で検出された。これらは，
明治27年（1894）から設置された高等小学校等の校舎の
基礎と考えられる。
　Ⅱ層からは近世の遺物も多く出土しているが，ガラス
瓶や学校関連と思われる硯やパレット等が出土している
のが特徴である。

　幕末～近代（練兵所～西南戦争～競馬場）の面と想定さ
れる。

から出土した下駄（草履）である。表面にはわずかだ
が漆痕が残る。

　検出された遺構は，基本的にはⅡ層上面（Ⅱa層）で
検出された基礎部分の下部構造であり，Ⅱ層下面（Ⅱb
層）で掘り込まれた遺構ではなかったため，Ⅱ層下面
（Ⅱb層）段階に相当する遺構は確認されなかった。

　148・149は，軒丸瓦である。148は灰色砂質胎土の五
葉をもつ。平成29年度調査で出土した軒丸瓦（69，
154）と非常に類似しており，同氾の可能性が高い（鹿
県埋セ2021）。149はやや小ぶりで黒色を呈し，蝶文を
もつもので朝鮮系瓦の可能性がある。150・151は軒平
瓦，152は軒桟瓦である。150は大型で中心飾り脇十字
形のいわゆる大阪亜式の文様をもつ。御楼門で出土する
ものと類似する。151は唐草文が細く，瓦当下面を面取
りする。153・154は小菊瓦である。
　155・156は丸瓦，157・158は平瓦である。159は輪違
瓦で凹凸面に漆喰が厚く付着する。160・161は海鼠瓦，
162・163は塀瓦である。164～168は陶器瓦，164～167
は軒丸瓦である。陶器瓦は褐色を呈し，細かな唐草文を
もつ。堂平窯産のものと考えられる。167は瓦当が欠損
している。168は丸瓦で，凸面には施釉ラインが明確に
残る。169は朝鮮系瓦の平瓦で凹面には布目痕，凸面に
は幾何学文様のタタキ痕をもつ。
　170・171は青磁である。170は皿で，内面に花弁状の
陰刻が施され，高台内面は赤色化する。171は盤の口縁
部である。172～192は染付である。172～182は碗であ
る。172～176は景徳鎮産の碗と思われる。177は薩摩

　Ⅱ層下面は，灰色～黒灰色を呈する炭化物を含む暗灰
色～灰色を呈する造成土である。H29年度調査でも焼土
を含む整地層であり，上面に小学校校舎と思われる地業
などが確認されていることから，Ⅱ層下面（Ⅱb層）は
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第4節　近代・近現代の調査成果
１　概要

第6表　Ⅱ層下面検出遺構一覧

（１）遺構

第38図　Ⅳ層出土木製品

（２）遺物

２　Ⅱ層下面（第39～ 49図）

146
SX060

147
SX060
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第40図　Ⅱ層下面遺構配置図①



─ 49─

第41図　Ⅱ層下面遺構配置図②
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158

157

第42図　Ⅱ層下面出土遺物１（瓦）
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第43図　Ⅱ層下面出土遺物２（瓦）
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第44図　Ⅱ層下面出土遺物３（陶磁器）
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第45図　Ⅱ層下面出土異物４（陶磁器）
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第46図　Ⅱ層下面出土遺物５（陶磁器）
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第47図　Ⅱ層下面出土遺物６（陶磁器）
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第48図　Ⅱ層下面出土遺物７（陶磁器）
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第49図　Ⅱ層下面出土遺物８（陶磁器ほか）
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磁器で外面に格子文，内面見込みには虫文をもつ。184
～189は皿である。184は肥前系の皿であり，内面に草
花文をもつ。188は大皿で内面には繊細な草花文をもち，
全面施釉で畳付が露胎する。190・191は筒型碗で，191
は蛸足唐草文をもつ。192は蓋である。193は瀬戸の磁
器碗である。194は無文の磁器小碗である。
　195～205は竪野系の白胎陶器である。195～197は
碗で，198は葉形の型押し皿である。200は脚付き茶瓶
で内外面に施釉され，口唇部は釉を剥ぎ取る。199・
202・203は宋胡録である。201は三島手（象嵌）である。
204・205はマットな鉄釉が施釉される。
　206は薩摩磁器の碗で，内面見込みに虫文をもつ。
207は青磁染付の筒形碗である。209～233は加治木・姶
良系の陶器である。176～210は透明釉で施釉される半
陶半磁の碗で209・210は蛇の目釉剥ぎである。
　215～214は茶飴釉の碗である。212は全面施釉だが，
他は蛇の目釉剥ぎである。高台内面に施釉する212・
214と高台形態が台形で露胎する213・215がある。216
～220は皿である。216は内面・底部に目跡，220は内
面に砂目，217・218・219は蛇の目釉剥ぎである。
　221は化粧土で内面に砂目がつく。222は茶飴釉と半
面に白化粧土が施釉される。224は灯明皿台で，二次
焼成を受けている。225が仏飯器で，226は灯明台（秉
燭）である。227・228は仏花瓶である。229は山元窯の
壺で底部である。230は水滴で，上面には白化粧土が施
釉される。231は火入で，232・233は蓋である。233は
山元窯のものと考えられる。茶飴釉で文様を描いた後に
透明釉が施釉される。
　234～256は堂平窯系・苗代川系の陶器である。234は
堂平窯系の鉢，235～239・242は擂鉢である。240は植
木鉢である。241は片口鉢の注口で，二次焼成を受けて
いる。243・244は植木鉢である。245～247は壺である。
248～251は甕である。248・249は堂平窯の甕で，口縁
部を外面に折り曲げて成形し，器壁がやや薄手である。
252・253が蓋で，254～256は茶瓶である。
　257～259は唐津（武雄）の鉢である。260は現川焼の
碗である。261～263は沖縄の陶器である。261・262は
水注で鮮やかな青や黄色釉の文様がみられる。263は茶
褐色を呈す壺である。264は産地不明だが，外面に鉄釉
をもつ文様をもつ鉢と考えられる。
　265～268は土師器である。269は焙烙の柄部分で煤が
厚く付着する。270は瓦質土器の火鉢である。271～275
は寛永通寶である。271は寶の「貝」はスになっている
古寛永である。

３　Ⅱ層上面（第50～62図）
　Ⅱ層上面（Ⅱa層）は，近代の造成土である。凝灰岩
の建物基礎（地業）（＝高等小学校校舎）ほか複数時期
の建物基礎，暗渠，石列，造成面及び造成痕が検出され
た。検出された小学校校舎と思われる基礎は，溝に凝灰

第７表　Ⅱ層上面検出遺構一覧

第50図　平成29年度調査区１　Ⅰ・Ⅱ層検出建物基礎
上：Ⅰ層検出セメント・モルタル製建物基礎・排水溝とⅡ層検出凝灰岩
　建物知業
中：Ⅰ層建物基礎除去後，下部構造（栗石入り溝）とⅡ層検出凝灰岩基
　礎検出状況
下：Ⅰ層検出排水溝埋土内の火山灰（大正14年の桜島大噴火のものか）
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第52図　Ⅱ層上面遺構配置図①
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第53図　Ⅱ層上面遺構配置図②
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第54図　Ⅱ層上面出土遺物１（瓦）
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第55図　Ⅱ層上面出土遺物２（瓦）
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第56図　Ⅱ層上面出土遺物３（瓦）
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第57図　Ⅱ層上面出土遺物４（瓦）
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第58図　Ⅱ層上面出土遺物５（陶磁器）
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