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第四章 まとめ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··52

9 十二所稲荷小路遺跡(No.321)十二所字宇佐小路740番 2外地点
第一章 地理的・歴史的環境 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··64 

第二章 調査の概要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··65

第三章 検出遺構 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··66

第四章 出土遺物 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··68 

第五章 まとめ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··70 

10 若宮大路周辺遺跡群 (No. 242)由比ガ浜一丁目118番 7地点
第一章 遺跡の歴史・地理的環境 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··87 

第二章 調査の経過と基本層序 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··89 

I 調査の経過 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··89 

II 基本層序 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··90 

第三章 検出した遺構と出土した遺物 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··92 

I 方形竪穴建築址 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··92 

-V-



II 大形士城状遺構 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•97 

皿 士城．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··101 

w 井戸址 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··llO 

v 遺物包含層 中出士遺物 （ 中世） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··llO 

VI 遺物包含層 中出士遺物 （ 近 ・ 現代） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・ll3

V11 中世基盤層直上出士遺物 ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・ll3

VIII 表採遺物 ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．·• 1 13 

IX 自然遺物 ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．· • 1 14 

第四章 まとめ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ll5

11 下馬周辺遺跡(No.200) 由比ガ浜二丁目 107番 1 地点
第一章 環境と立 地 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・145

I 歴史的環境 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··145 

II 地理的環境 ······································································································147 

第二章 調査の概要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
· • 

149 

I 調査の経緯と経過 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．· • 149 

II 調査の方法 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··149 

皿 調査結果の概要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・150

w 堆積士層 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．··150 

第 三章 検出された遺構と遺物 ・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
·• 152 

. 1面の遺構と遺物 ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．· • 1 52 

. 2 面の遺構と遺物 ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・154

. 3面の遺構と遺物 ································································································158 

・士城40構造部材計測表 につ V ヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．· • 166 

•他遺構外等出士遺物 ·・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・174

第四章 まとめ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・179

附 編 下馬周辺遺跡の花粉化石 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・180

12 宇津宮辻子幕府跡(No. 239) 小町二丁目 361番 1 地点
第 一章 調査 地点概観 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・214

位置 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．· •2 14 
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極楽寺1B境内遺跡(No. 291) 

極楽寺三丁目 355番 3 地点
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例 ロ

1. 本書は、 極楽寺旧境内遺跡内の鎌倉市極楽寺三丁目 355番 3 地点に於け る緊急発掘調査の報告書で
あ る。

2. 発掘調査は、 自己用住宅に係 る車庫造成範囲30面を対象とし、 平成 7 年 7 月 198~ 8月 2 日にかけ

て鎌倉市教育委員会によって実施された。
3. 報告書作成メンバーと担当分野は以下のとおりであ る。

• 原稿執筆：田代郁夫
・資料整理・ 図版作成：大坪聖子、 深尾義子、 小西さつき、 鈴木真由美、 辻由美子、 佐藤慈子、 笠

原さやか、 西井末子、 山田純子
・ 遺物写真撮影：上田求実、 笠原さやか
・編 集：継 実

5. 調査体制は以下のとおりである。
・調査主体：鎌倉市教育委員会
•主任調査員：田代郁夫
・調査員：浜野洋一、 遠藤雅一

・調査補助員：上田求実、 島尾 幸、 武田典子、 青木綾子、 石井ちづ子、 蒲谷由利子、 成田サキ
6. 出土 遺物は、 鎌倉市教育委員会が保管してい る。

•各図 面 の縮尺は次のとおりであ る。
遺跡位置図 (1) : 1 /2, 500 

遺跡位置図 (2) : 1 /250 

遺構全図：1 /60 

遺物実測図：1 / 3 

凡

•各遺構図 中 のレベル数値はすべて海抜高である。
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第1図 遺跡位置図(1)
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第一
章 遺跡の位置と歴史的環境

極楽寺旧境内遺跡 は、 江ノ島電鉄極楽寺駅から南西方向300mの ところに位置する（ 第 1 圏）。 地番は

鎌倉市極楽寺3丁目355 番3 。 調壺地点は現在の 極楽寺の南側丘陵をひ とつ隔てた月影ヶ谷 と呼ばれる
南向きに開口する谷戸内の沖積地上に立地する。 谷戸内の 崖面にはやぐらの存在が確認されている。

極楽寺は霊笠山感応院極楽寺 と号し、 真言律宗奈良西大寺の 末寺である。 開山は忍性、 開基は北条重
時である。「極楽寺縁起」 によれば、 正元元年(1259)、 北条重時が良観上人忍性に従来 一老僧によって
営 まれていた極楽寺 という小寺を大寺に変えて、 律院 とするのに相応しい場所について諮った ところ、
忍性は当時、 地獄谷 と呼ばれていた現在の境内地 一帯を指した といわれている。「忍性菩薩行状略 頌」

には忍性は文永四年( 12 67)八月に極楽寺に入寺した とあり、 この年に伽藍が落成したもの と思われる。

発願者の北条重時は弘長元年(12 61) 忍性の入寺を見ることなく歿している。 文永四年以降、 飛躍的な

成長を遂げた極楽寺は元弘三年(1333) 北条氏の滅亡により有力な後盾を失い、 元亀3 年(15 72) には

火災により講営他3塔頭を残しで焼失し、 明暦年間には残った講堂を本堂に、 仏法寺を方丈 として現在

地に移した。

ところで、 かつての境域には西方寺•仏法寺・真言院 ・ 興正寺 ・ 蓮華寺 ・ 尼寺•福田院•吉祥院 ・ 宝

瞳（塔）院・就学院 ·勧学院等の 支院があったこ とが、 境内古絵 図等から推定されている。 今回調査を
実施した月影ヶ谷は、 境内古絵図によれば最奥部に月影地蔵四王院、 そしてその 前面 に法蔵院 ・ 無常院

・ 薬湯寮などが建ち並んでいる谷戸である。
また、 月影ヶ谷は、 阿佛尼が住んだ ところ といわれている。『十六夜日記』月影の 谷には「あず まに

て住む ところは、 月影の 谷 とぞ言ふなる。 浦近き山も とにて、 風い と荒し。 山寺の傍なれば、 のどかに、

すごくて、 浪の音、 松の 風絶えず。」 とある。 阿佛尼屋敷云々については、 律宗に於ける尼寺の 存在形
態や歴史的意義 との関連で議論されている ところである。
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第二章 検出遺構 ・ 出士遺物

・ 検 出 遺構

現在 の 月 影 ヶ 谷の 人 り 口 か ら 谷奥 に 向 か っ て 走 る 道路の西側 に 接 し て 調 査 区 は 設 け ら れ て い る 。 調査

区東側 は 既 に 工事 に よ っ て 削 り 取 ら れ て し ま っ て い た 為 、 調査区墜 で土層 を 観察す る に 留 ま っ た が、 調

査区西側 は か ろ う じ て 残存 し て お り 、 数枚か ら な る 土丹版築地業層 を 平面 的 に 検 出 し た 。 1 20~ 1 30cm の

表土層 下 に 3 層 に 分層 で き る 耕作土が堆積 し 、 そ の 直 下 に 土丹 に よ る 版築地業面が検出 さ れ た。 こ の 地

業面 は調査区西側 で は平坦であ る が、 東側 は現在の道路方 向 に 向 か っ て急激な傾斜を も っ て 下 が る 。 地

業面の平坦部東側 際 に は 、 常滑 の 甕 片 が敷 き 詰 め ら れ て い た 。 こ の 地業面 と 同 様 に 、 更 に 下 層 に検出 さ

れた 数枚の地業層 は 、 いず れ も こ の 第 1 地業層 と 同 じ堆積状況 で あ り 、 長 期 に わ た っ て 造 成 が繰 り 返 さ

れ た 事が判 明す る 。 各土丹地業層 の厚 さ は 、 30~40cmで あ る 。 前 記 の 理 由 に よ っ て 、 現在の道路境付近

の状況 は 平面 的 に は 追 及 で き な か っ た が、 こ の 土丹地業層 の堆積状況か ら 一 定 の 空 間 の 東側 際 に あ た る

こ と は推測 可 能 で あ ろ う 。

・ 出 土遺物

出 土遺物 は 小 片 が多 く 、 諸般 の 事情 に よ り 層 位 的 な取 り 上 げ も ま ま な ら ぬ状況下 で、 個 々 の生活面の

年代 を 明確 に す る こ と がで き な か っ た 。 以下 に 図 版 に掲 載 し た も の に つ い て 詳述す る 。 ま た 、 遺跡 に 於

け る 出 土遺物 の ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン と 出 土比率 に 関 す る 簡 単 な グ ラ フ も 掲 示 し て お く 。 尚 、 法量、 胎 土 な

ど に つ い て は 出 土遺物観察表 を 参照 さ れ た い 。

第 5 図 一 1 ~ 5 は か わ ら け で あ る 。 2 は他 に比べ時 期 的 に や や 降 る と 思 わ れ る が、 基本的 に は い ず れ

も 1 3世紀末～ 14世紀前半 に か け て の所産であ ろ う 。

6 ~ 9 は常滑 の 甕で あ る 。 6 、 7 は底 部 片 で あ り 、 8 、 9 は 口縁部片であ る 。 8 は 中 野編年 8 型式で、

1 350年 ～ 1400年 に か け て の生産年代が与 え ら れ る も の であ る 。 9 は 中 野編年 5 型式 で 、 1 220年 ～ 1 250年

に か け て の生産年代 が与 え ら れ る も の で あ る 。

10、 1 1 は 青磁碗片 であ る 。 1 0 は 龍泉窯系 青磁碗 I 5 b 類 であ る 。 13世紀 中 業 に 出 士量が増加す る 製 品

であ る 。 1 1 は無文の碗であ る 。

1 7 、 18は鉄釘 で あ る 。 1 9 は砥石片。 石 質 は 流紋 岩質凝灰岩。 天草産 の 中砥 で あ る 。

1 2 ~ 1 6 は 瓦 で 、 1 2 ~ 14 は平瓦、 1 5、 1 6 は 丸瓦 で あ る 。 瓦 の 胎 士 は いずれ も 色調灰 白 色 、 粘性の 強 い も

の で、 小石、 長石 ・ 石英粒子、 砂粒な どが多 量 に 混入す る も の で、 極楽寺瓦 A 類 に 相 当 す る 。

出 土遺物時代別割合

I 

中 世遺物器種別割合

中 世 (990点） 98% 
--------- ------I n 

古代 ( 9 点 ） 1 %  近世 ( 8 点） 1 %  

営滑 （ 甕 ） （608点） 6 1 %  かわ ら け (345点） 35% 4 %  

瓦 I . 2% ( 12点） 、 手焙0. 5%( 5 点） 、 鉄製晶0. 4% ( 4 !.'!.） 、 瀬戸0. 4% ( 4 点） 、 山 茶碗0. 2% ( 2 点） 、 龍泉窯系 Ti/if,0. 2%( 2 点） 、 砥石0. 1 % ( I 、9.'.（ ） 、 1 ' ］礫 I % ( 13!.'i ) 

＊ 遺物点数の 算 出 に あ た っ て は 、 完形、 破 片 の 区 別 な く 1 個 l 点 と し て カ ウ ン ト し た 。
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第三章 調介所見
調壺区が 狭く、 しかも調壺区 の 東側が 工事 によって 既 に 破壊 されていたため、 士層 の堆積 状況の観察

に ウ ェ イ ト を 置か ざるを 得なかったが、 次の事柄が 明らか になったも の と 考える 。

表土 下 の2 · 3 層 と土 丹層 と の 関連であるが、 土 丹層上層 に 一般 的 に堆積する 中世期 の遺物包含層 と

いうよ り も 近世以降 の 耕作土 に近いも のであ り 、 第1 土 丹層直上 まで 削 平 された 可能性が 高い。 常滑の
甕片が敷 き詰められた状態で良好 に残存し、 検 出 されているが、 上層 の土 質を 観察する 限 り 、 偶 然、 甕

片 の上でかつて の堆積 包含層が失われたも の と 考えたい 。 事実、 常滑片は 土丹地業層 の平坦面の東側際

では良好 に残存しているが、 調査 区東側 の前 面 に敷 き 詰められているわ けではなく、 まばらな部 分も 多

く、 上から の攪乱を 受けているも の と 考える。
第1 土 丹 面 は 平坦 面 の 東側際でいったん 傾斜し、 再 び60cm ほど 下段で平坦 面 を形成するが、 これ以外

の 更 に 下層 の土 丹地業層は ほ ぽ平均 的 に積 み増し されている 状況が 看て 取れる。 そ の結果、 東側の土 地
面 積は 必然 的 に減少する こ と になるが、 積み増し された土 砂は調査 区西側 の 山 裾崖 面 を 造 成した 際の残

土 であろうから、 結果的 には これら土 丹 面 上を 利 用した 空 間 の規模は、 さ ほど変化しなかった のではな
かろうか 。 こ の こ とは 各土 丹地業層 の 厚 さが 平均 的 に3 0~5 0cmほどで 一定 して お り 、 こ の土 地 の 空 間 利

用 の歴史の 中で、 隔絶した大規模造成 のなかった こ とを 示している こ とからも推測 されよう。 土 丹地業

層 の堆積状況が、 いずれも土 地 空 間 の 東側限界の様相を 示して お り 、 こ の こ とは現在 の道路の ラ イ ンが
古くから こ の土 地 の 東側限界 として存在していた 可能性を 示唆するも のである。

遺物は 各土 丹地業層から 都 合よく 出土 してくれなかったが、 出土 遣物 の 全 体を 通観すれば、 13 枇紀の

中 菓から14 ·世紀の後半 にか けて の約1 00年 間 に 亘る 時 期 のも のが 出土 している 。

これ ほど 狭い調査 区から 谷戸の景観を云々する のは、 誠 に 危険 こ の上ないが、 今後 の こ の地 域 の調査

の参考 にでもなれば と 敢えて 述べるならば、 谷戸の ほ ほ中央 に 道路 と 溝が 走 り 、 そ の 東西 に土 丹 による

版 築地業 面 によって 雛壇状に建物空 間が形成 されていたも のではなかろうか。

- l l -



出土遺物観察表

図 版No. 種 別 法屈 ( cm) ＊ カ ッ コ 付 は復元値 備 考

I か わ ら け 口 径 （7. 2 ） 底径 （4. 2 ) 器高2. 0 1 4個体

2 か わ ら け 口 径 (6. 8) 底径 (4. 0) 器高2. 0 1 3個休

3 か わ ら け 口 径 (8. 6) 底径 （6. 2 ) 器 高 I . 6 I 3個休 口唇部 に煤付着 （灯 明llll)

4 か わ ら け 口 径 (8. 2) 底径 （4. 4 ) 器高2. I 1 3個体

5 か わ ら け 口 径 ( ] 4 . 8) 底径 （8. 0) 器高3. ,1 1 4個体

6 ‘iit滑 甍 底径 ( l 7. 6) 底部破片

7 ‘iit滑 甕 底径 (14. 8) 底部破片

8 ‘iit滑 甍 不 明 口縁部破片 中 野 8 型式

9 '常滑 甕 口 径 (39. 0) 口縁部破片 中 野 5 型式

10 青磁 碗 口 径 (8. 0) 休部破片 龍泉窯系蓮弁碗 I - 5 - b 類

l l 青磁 碗 不 明 1本部破片 無 文

1 2  平 瓦 不 明 破 片 A 種 1I 類

1 3  平 瓦 不 明 破 片 A 種 1I 類

1 4  平瓦 不明 破 片 A fi[I Il 類

1 5  丸瓦 推定外径 約 1 8cm 破 片 A 種 I 類

1 6  丸 瓦 椎定外径 約 1 2cm 破片 A種 Il 類

1 7  鉄 釘 断面方形 先端部欠損

18 鉄釘 断面方形 頭部折 り Ill げ 先端 部欠損

1 9  砥石 横幅 3 cm ]耳 さ 0. 8cm 破 片 石材 ： 流紋岩質凝灰岩 産地 ： 天草

＊ 青磁碗 は 森 田 勉氏 に よ る 消 骰地組年 （註 I ) を 参 考資料 と し て提示 し た

＊ 常滑窯 製 品 は 中 野II青 久氏 に よ る 生産地編年 （ 註 2 ) を 参考 資料 と し て提示 し た

＊ 瓦 の 分類 は 、 極楽寺旧榜内追跡 （註 3 ) に 於 け る 木村美代治氏 （鎌倉考 古学研究所） に よ る 分類 に基づ く

＊ 砥石の石材 ・ 廂地l司 定 は 汐 見一 夫氏 （鎌倉 考古学研究所） に よ る

（ 註 1 ) 森 田 勉 ・ 横 田 賢次郎 「 太宰府 出 土の輸入 中 国 陶 磁 に つ い て 」 「 九J•[1 歴 史資料館研究論集 4 j 1 981  

（註 2 ) 中 野II青 久 「赤羽 ・ 中 野 「 生 淮 地 に お け る 紺 年 に つ い て 」 」 「全国 シ ン ポ ジ ウ ム 「‘iit滑焼 を お っ て」 」 発表惰科1994

（註 3 ) 極楽寺 旧接内追跡 1 980 極楽寺旧境 内辿跡発掘調査団 ・ 鎌倉市 教 育 委 員 会
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例 口
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第一章 遺跡の位岡と歴史的環境

鎌倉市 山 ノ 内は 平安時 代後期、 源義 家の 家 人首藤資通 ．（ すどうす け みち）の 孫、 俊通が 開発領主 と み
られる山 ノ 内荘の 一部であっ た 。 その後、 源頼朝は 石橋 山 合戦時、 敵対関係 にあっ た 俊通の 子、 山 内経
俊から 治承4 年 (1 180)、 山 ノ 内荘を 召上げている 。 建保元年 (1 213 ) 幕府は 和田の 乱での 義 盛追討の
功から北条義時にこの 地を 与え た 。 これによ り 山 ノ 内は北条氏の 私領 と な り 、 “鎌倉” の 外であっ た こ

の 地が 実質 的に 鎌倉の 内に 組み 込 まれていっ た 。 山 ノ 内の 鎌倉街道（ 山 内道 ）沿い 及 びその 周 辺 には 多
くの 寺院（ 建長 寺 ・ 円覚寺 ・ 浄智寺 ・ 東慶寺 ・ 明月院 ·常楽寺他 ）が 現 在も存在する 。 その ほ と んどが
臨済宗寺院で 占 められている 。 往時はこれよ り 多くもの 寺院が存在し た こ とが絵 図、 文献から 窺われる 。

本調査 地点 は、 鎌倉街道沿い、 建長 寺 門前から 約3 00m北上し た 西側、 山 ノ 内 字 白 黒（ シ ラ ク ロ ）小

路14 89番l 外地点 に所 在する（ 白 黒の 語源は 山 内資藤氏の 家紋が 由来 という 説がある ）。 延宝 6 年 (1 67

8 ) 作 成の「建長 寺境内絵 図 」 による と旧境内は 現 在の境内域 およ び、 北西は J R 横須賀線 ・ 明月院 踏
切あ た り から南東は 巨福呂 坂新道の北（ 円応 寺 ）あ た り までである 。 絵 図を 見る と、 往時には末寺 ・塔

頭が存在してい た らしい 。 この絵 図から、 本調査 地 点の あ た り は霊光庵跡 （ 四 十 九院 内 ） と 考えられる 。
霊光庵に関する 記事は 唯一 『鎌倉五山 記 』 にみえる 。 記事を 抜枠して みる と、

「霊光庵 大 円 禅師、 諒覚円。 号 鏡堂、 嗣法環 渓、 西 蜀 人 也、 弘 安二年来聴、 当 山 七世、 // 寿六 十
三、 徳治元年 丙午九月 廿六日示寂、 辞1仕 日、 甲六 十 三、 無 法 為（ 奥）人説、 任運 自 去来、 天上只 一月、

洞照客殿 建仁瑞光庵 卜 同」
とあ り 、 建長 寺 第 七 世住持鏡堂 覚円（ 大 円 禅師）の塔所 というこ とがわ かる 。

鏡堂 覚円は1 244 年に 中 国で 生 まれ、 明 ‘]11 天 童 山の環 渓惟ーに 学んでその 法を 嗣 ぎ、 弘 安二年 (1 279)

無 学祖元 と ともに来日。 禅興寺 ・ 浄智寺に住し た あ と、 円覚寺 第 三 世、 建長 寺 第 七冊の 住持 となっ た 。
正安二年 (13 00) には 京都建仁寺 第 十六世住持に 迎えられ、 徳治元年 (13 06) に建仁寺で 亡くなってい

る 。
霊光庵は 鏡堂 覚円の 死後、 徳治元 年 (13 06) 以降の建立 と思われ、 廃絶は 延宝 6 年 (1678) 以前 とな

る 。 文明 2 年 (14 70) の 浮書 といわれている 『 巨福山建長 興国 禅寺年 中諷経井前住記』には9 月 26日の

項に「大 円禅師忌 霊光庵」 と みえ、 霊光庵にて経が 読 まれ た こ とがわ かる 。
「建長寺境 内絵 図」 には 鎌倉街道沿いに所 狭しに 多くの末寺 ・塔頭が存在してい た こ とが 窺われる 。

鎌倉街道の 西側、 寺 界西（ 明月院 踏切東）から亀谷 坂口 までは 東宗 庵跡 ・ イ専衣庵跡 ・ 霊光庵跡 ・ 正本庵
跡 ・ 長 寿寺 。 亀谷坂口から 寺 界南（ 巨福呂坂新道北） まで大雄庵跡 ・ 梅｝ヽl1 庵跡 ・ 同 契庵跡 ・ 大智庵跡 ・

大 統庵跡 ・ 金龍庵跡 。 鎌倉街道東側には寺 界西から 寺 界南 まで 正法院 ・ 徳泉寺跡 ・ 安国寺跡 ・ 岱雲庵跡
・ 華蔵院 跡 ・ 保寧寺 ・ 禅興庵跡 ・ 龍興院 跡 ・ 建初 庵跡 ・ 龍J•li 庵跡 、 建長寺 表門を 過 ぎて地蔵堂跡 、 廣厳

庵跡 が みえる 。 このうち、 保寧寺跡 （ 図 l - 2 ）で 発掘調査 が おこなわれ た 。 遺構 (15 世紀）からは 寺

院 址を 椎定 するこ とはできな かっ た が、 天 目 茶碗 ・ 瓦質香炉 ・ 青磁等の遺物 (14 世紀後半～15 泄紀後半）

から寺 院 址を 想定 するこ とがで き た 。
発掘調査 はこの ほか現 在の 境 内 〔庫 裏 (4 ) . 西来庵 (5 ) ・ 偲芳庵跡 （ 6 ) 〕 と 鎌倉学園体育館用地

〔限雲庵跡 (3 ) 〕 で行われている 。
庫 裏では建物の 床面に切石を 斜めに敷く 「四 半敷」 が 検 出 され、 元 弘元年 (133 1 ) に作 成 され た 「建

長 寺指図」 の 法堂に 該 当するこ とがわ かっ た 。 遺構は 鎌倉時代後期から 近世 までの 7 期にわ た る 。 西来
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． 図1 調査地点及び周 辺の遺跡
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庵 で は 鎌倉時代 後期 の瓦溜、 南北朝時代後期 の石垣 も し く は築地塀基礎が検出 さ れ、 偲芳庵跡で は や ぐ

ら と 岩盤 を 削 り だ し た 基壇 を 検出 し て い る 。 鎌倉学 園 体育館 用 地 は 一 山 一寧の塔所玉雲庵跡で あ り 、 岩

盤面上の建物や地下式城、 や ぐ ら 等 の 遺構 と 、 底 裏 に 「玉雲」 と 墨書 さ れ て い る 天 目 茶碗、 膨 大 な 数の

柿経等 の遺物 が 出 土 し て い る 。 以上、 建長寺18境内 の 調査結果 を 概観 し て き た 。

今 回 の 調査地点 は 緩 や か な 坂の 途 中 に あ り 、 現地表面 は 海抜約27. 5 m で あ る 。
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第二章 調在の経過

試掘調査 （ 平成 6 年11 月4 日鎌倉市教育委員会実施 ） の デ ー タ に基 づいて、 翌平成 7 年 7 月2 0日から

本調査 が 開始された 。 調査対象面 積は1 07m2。 調査 に 先だって、 現地 表下約3 0cm下 まで重機 による 表士

掘 削が 行われた。 調査深度は当初、 現地 表下12 0cm下であっ た が（ 試掘調壺では 岩盤の 可 能性 と いう 結

果 ）、 この 面 に達 した 時 に 泥岩 による地業面 と いう こ と がわかっ た 。 これを 受けて面 下の調査 に移行す

るが、 敷地内で 処理してい た 廃土の 置き場 に 限界が 生 じ、 調査 区内 に廃土 を置く こ と と なっ た 。 この こ

とから、 鎌倉市教育委員会の指示 に従い、 調査 区壁（ 東 ・ 南 ・ 北 ） 沿い に3 本の ト レ ン チ（ 図 14 ) を設

定 した。 調査 は土層確認の あ と 終了 と なっ た 。
調査 にあ た り グ リ ッ ド設定 の 基 準 には 国土 座標値を有する鎌倉市4 級基 準点 を 使用 した。

調査経過

7 月2 0日 機材搬入 2 1 日 第5 次掘 り 下げ (2 面 ）
22 日 第1 次掘 り 下げ 22 H 2 面 遣構確認 ・ 掘 り上げ
28日 第2 次掘 り 下げ 24 日 2 面 全景写真撮影

8 月1 日 第3 次掘 り 下げ 25 日 2 面 平 面 実測
4 日 第 4 次掘 り 下げ (1 面 ） 29日 ト レ ン チ設定 ・ 掘 り 下げ

14 B 1 面遺構確認 ・ 掘 り上げ 9 月9 日 調壺区及 び ト レ ン チ 壁土層断面 実測

1 6日 1 面 全景写真撮影 13 日 撤収
1 7日 測量方眼の設定 ・ 1 面 平 面 実測
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第三章 検出 さ れた遺構 と 遺物

第 1 節 試掘 出 土遺物 （ 図 3 )

平成 6 年11 月に 行われた 試掘調査時の出土 逍物である 。 層位は 不 明 (2 面より上 ） であるが残存率が
高いの でここで と りあ げる 。 1 ~ 3 は 瀬戸製 品で1 は 皿、 2 は 灰釉碗、 3 は 盤（ 折縁） である 。 4 は 瓦

質火鉢。 5 は 安 山 岩製の 茶 臼の 下 臼残 欠である 。
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図 3 試掘坑出土遺物

第 2 節 1 · 2 次掘 り 下 げ時 出 土遺物 （ 図 4 · 5 )  

調査は 第4 層から段階的に 掘 り 下げていったが、 第 7層上の 段階で調査区北（ グ リ ッ ト 1 - C ~l 
F) 破砕泥岩の 地業面 的な もの が検出 された（ 北壁 第 7 a層 ） 。 また、 調査区中 央（ グ リ ッ ト 2 · 3 -
D · E) と調査区南西（ グ リ ッ ト3 · 4 ~ A) あたりで 膊い 炭が 若干広がっていた 。 このためこの 高 さ

で梢壺 したが 生活面 と して 判 断 しか ねる 状態であった 。

ここでこの 段階 までに出士 した遺物を 一括で と りあ げる 。 6 ~ 8は 近世期の もの で、 6 は 瀬戸美濃系

の 灯明 11ll受け 皿 (1 7世紀後～18世紀前 ）、 7 は 瀬戸の 徳利 (1 8世•紀後～19世紀中 ）、 8は 堺の 揺鉢。 9 ~
20 はかわら け 。 口縁がわ ずかに 外 反する タ イ プが ほ と んどである 。 2 1はかわら けに2 カ 所内底から 穿孔

されている 。 22 は 手づ く ね成形の 白かわら けで器厚は0 .3 cm。 23 ~25 は 青磁で、 23 は 盤、 24 は 蓮弁文碗、
25 は 鉢で 外 面の 蓮弁は 不鮮明である 。 2 6は 白 磁の 碗で 明代の もの である 。 内 底 中央に文様（ 不明 ） を 型
押 しを している 。 2 7~49は 瀬戸窯製品。 2 7は 蓋、 2 8~33 は縁釉皿、 34 ~3 8は 灰釉平碗。 39は 天 目 茶碗で
黒釉の 上に柿釉をか けている 。 40 · 41 は おろ し llllで、 41 の 片口 部は 差 し込みである 。 42 ~44 は 盤、 45 は
行平鍋、 4 6は小壺、 4 7は 袴腰形 香炉、 4 8 · 49は 尊式仏 花瓶である 。 50 ~55 は常滑製品。 50 は 広口壺、 51

~52 は 甕、 53 ~55 はこ ね鉢。 5 6は 備前窯の 壺。 備前窯製品は 本調査地点 ではこれ と 合わ せて 計3 点 だ け

しか出土 していない 。 5 7は 産地 不 明の 瓦質こ ね鉢で 揺り 目はない 。 5 8 · 59は 瓦質の 火鉢。 60 ~63 は 瓦 質
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製品で、 60 · 61 は 香炉、 62 は花瓶、 63 は 不 明で 全 体わずかにに 屈 曲し T 字型を 呈す る。 64 ~78は 銅銭で
9 種類2 7点 出土 してい る内の1 6点 を 掲げ た 。 79は長方の 硯で 粘板岩製 と 思われ る 。 80~91 は 砥石で、 80
~82 は 仕上げ 砥、 83 ~91 は 中砥であ る。 92 · 93 は常滑（ 甕 ） 転用の 砥石で92 は 割れ口、 93 は 割れ口 と 平

（ 内 ） 面に擦り痕が認められ る。 94 は 片面 中央 と 側面 にく ほみがあ り、 も う 片面には 薬研状の 刻 みがあ
る 。 全 体に磨滅してい る。 混入 品の 可能性あり 。 95 は 茶 臼の 下 臼で 受 け 1IIlの 部 分で る 。 96は 粉挽き 臼で
上下どちらかは 不 明であ る 。

第 3 節 l 面検 出 の 遺構 と 出 土遺物 （ 図 6 ~ 9 )

北壁 第 7 層の 高 さ から段 階 的に 掘り 下げ た が 生活面は検 出 されず調査は 困 難を きわめた 、 っこ のため
遺構確認 を 主眼に お き。 地 表下約90cm前後の と ころで 中 世の遺構を確認 す るこ と がで き た 。 これを便宜

的に1 面 とした。 この 面で検 出 され た遺構は方形土堀l 基 ・土堀2 基 ・ 溝状遺構l 条 · 掘立 柱建物l 棟
（ 柱穴 8口 ） ・ ピ ッ ト12 口 と かわら け 溜であ る。

方形土堀
調査区の ほ ほ中央に 位置し、 溝状遺構と土 城1 を 切 る 。 東西 辺 約14 0cm、 南北 辺 約160cmの方形を 呈し、

深 さは確認 面 から 約3 0cmであ る 。 逍構確認 時、 2 0~5 0cm大の 泥岩塊が 充填し てい た 。 遣構の 性 格は 不 明。

南北軸線の方位は N - 60° - E 。
遺物は かわら け12点 、 常滑 ・ 甕 l点 、 瀬戸製品3 点 、 木片1 点が 出 土してい る。 97 · 98は かわら けで

97は 口縁が 外 反気味に立 ち上が り、 98はや や 内胄気味に立 ち 上が る 。 99は 瓦 質の 風 呂。 1 00は 瀬戸の 雌
式花瓶、 1 01は 瀬戸の 灰釉の 鉢で内 底 中央に四重 円文を 型押しし、 高 台内に 風車状の 刻 みをいれてい る 。

土堀 1
方形土 城の 西 に 位置し、 溝状遺構に 切られ、 方形土 城に切られ る。 土堀 と し た がく ほみ状を 呈 す る。

長 径1 60cm以上， 短径約14 0cm、 確認 面からの 深 さ 約23 cm。 覆土 は 暗褐色粘土 で 粘性は 強い。 性 格は 不 明。
逍物は 獣骨 l点 出土 してい る。

土堀 2
調査区北東隅に 位置し、 溝状を 呈し上場北に 泥岩塊が 集 中してい る 。 長 径1 70cm以上、 短径30cm、 確

認 面からの 深 さ 約2 0cm。 覆土 は 弱粘質黒褐色土。 性 格は 不 明。
遺物は かわら け 72点 、 フ イ ゴの羽口 l点 、 瓦質火鉢l点 、 常滑 ． 甕 l点 、 青磁 l点 、 近世陶磁器2 点

であ る 。

溝状遺構
グ リ ッ ト3 - A（ 南西 ） から2 - E（ 北東 ） に かけて 東西 に 流れる 。 2 - Eよ り 東 と 3 - Aあ た りよ

り西 では確認 で きな かっ た 。 上幅は3 0~100cm, 下 幅は4 6~52 cm、 確認 面 からの 深 さは1 0~15 cm。 南北

軸線の方位 は N -58° - E から N - 61 ° - E 。 調査敷 地 前の 県道 と ほ ほ直交す る。
遺物は かわら け98点 、 産地 不 明土 器l点 、 瓦質製品4 点、 常滑窯製品5 点 、 瀬戸窯製 品5 点 、 石 製 品

2 点 、 漆器 l点 、 木製品14点 、 獣骨2 点 、 種子1 点 と 木片82点 が 出土 してい る。 102 は かわら け。 103 は
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a- b 
27.0m 

e
 

f 
27.0m 

溝状遺構
土壊1

方 形 土 壊

c
 

d 
27.0m 

溝状遺構
方形土堀 ゜ 2m 

図 7 1 面遺構断面図

瀬戸の 瓶子の 底部。 104 は 折敷 と した が長 さが約10 cmと 短い。

掘立 柱建物（ ピ ッ ト 1 ~ 7 · 13) 

番号 確認面か ら の 柱穴規模 下場 レ ベ ル 礎板 レ ベ ル
出土追物 • 特記事項深 さ (cm) (cm) ( m )  ( m )  

1 26. 9 26. 93 かわ ら け ( 2 ) 掘 立柱建物

2 26. 85 26. 94 掘立柱建物

3 26. 9 掘立柱建物

4 29 33 X - 26. 8 26. 85 掘立柱建物

5 26. 86 26. 92 礎板下 に泥岩 掘立柱建物

6 26. 9 北 26. 93 中 掘立柱建物
央 26. 62 南

7 ， 33 X 26 26. 78 かわ ら け ( 4 ) 掘 立柱建物

8 50 36 X - 26. 94 26. 98 

， 13 64 X 58 26. 76 

10 7 22 X 24 26. 83 

1 1  1 6  39  X 50  26. 75 かわ ら け ( 10) 、 木片 ( 7 )

1 2  10  52  X 60 26. 73 26. 78 かわ ら け （ 2 ) 、 常滑 ． 甕 ( 1 )

1 3  1 3  38  X 32 26. 74 26. 77 · 26. 8 1  掘立柱建物

14 8 55 X 60 26. 66 

1 5  14  46 x - 26. 7 

1 6  8 42 X 52 26. 7 1  かわ ら け （ 屈1 1 27) 、 硯

1 7  1 8  2 9  X 27 26. 67 

18  10 47 x 40 26. 72 

1 9  1 8  32 X 32 26. 7 かわ ら け ( 2 )

20 1 1  3, 9 X 39 26. 8 かわ ら け ( 1 5) 、 瓦質製品 ( 1 ) 、 獣骨 ( 1 )

表 1 1 面 ピ ッ ト 観察表
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調査 区ほ ぼ西 半を 占めている。 場所によ っ て確認 できな かっ た 柱穴も あ っ た が、 1 棟の 建物 として捉
え た 。 確認 規模は 3 間 X 3 間で、 柱間は 約2 . l m。 柱穴の 覆土 は 黒褐 色粘質土 で泥岩粒 と かわ ら け 微片
を 含 む。 南北軸線の方位は N -54 ° - E 。 ほ と んどの 柱穴の 掘 り方を確認 できな かっ た の で断面 図は 掲
載しな かっ た 。

ピ ッ ト
掘 立柱建物 以 外のもの をここで と りあ げる 。 ピ ッ ト 8 · 1 2は建物の 柱穴 と 思われる。 詳細は 掘 立 柱建

物 の もの も 合わせ表 l に まとめた 。 105 の かわ ら け は ピ ッ ト14 から出土 。

かわ ら け 溜（ 図10)

▽97 ▽二8 略;_ -
「
/i

入
名

〗二□＇，

\)、 99 `̀ ＼肱、 1 01

，薯養略な麟窓

ロロロバ。 - 1 05 
図 8 1 面遺構出土遺物
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I

一

』
o,== 

1 04 

1 0cm 

2 - Aで 検出 し た 。 溝 状遣構にかかる がこれに 伴わ ず、 掘 り 込み プ ラ ン を持た ない。 かわ ら け31点（ 小

型 7点 、 大型19点 、 不 明5 点 ） と 折敷 6点 、 木片10点 を出土した 。
かわ ら け は小型では 口縁がわ ずかに 外 反する タ イ プ(106 ~110) 、

型では 口縁がわ ずかに 外 反する タ イ プ(11 2 · 114 · 115 · 1 20 · 1 22 · 1 23)、
· 11 6 ~1 21) であ る。 全 体に 焼き し まっ てな く 、 粉 っ ぽい。

口縁が直行する タ イ プ (1 11 ) 、 大

口縁が直行する タ イ プ (1 13

戸06
-

1 1 2 ロニロー6 口／。
ニエ�7 三 ―― ―ー ニ ニ二
□08 - 1 1 3 - 1 1 7  - 1 21 

二09 ロ ー
1 1 8

二。 一
1 1 4 

二1 1

口5

□□□2 
口□□， ロ

―
門�cm

図 9 1 面 かわ ら け溜出土遺物
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第 4 節 1 面包含層 出 土遺物 （ 図 10)

第 7 層 か ら 遣構確認面 ( 1 面） ま で 出 土 し た も の を こ こ で と り あ げ る 。

1 24~ 1 26 は か わ ら け。 口 縁 は や や外反気味 に 立 ち 上が る 。 1 24 · 1 25は小 型 で 口縁 に タ ー ル が付着 し 、

126 は 大型 で 口 縁一 部 と 内 面 に タ ー ル が付 着 す る 。 1 27 は 大型 の か わ ら け の 中 央 を 穿孔 し て い る 。 128は

か わ ら け 質製 品 の 脚 部 で 中 央 を 穿孔 し て い る 。 129は鍔付土鍋 で 火 を 受 け て い る 。 130~ 1 3 7 は 瀬 戸 窯 製

品。 130 は碗。 1 3 1 ~ 1 35 は 天 H 茶碗で、 1 3 1 は ミ ニ チ ュ ア で あ る 。 仏器 と し て 使 わ れた も の で あ ろ う か。

136 は盤。 137は鉄釉 の 花瓶。 138 · 139 は常滑 ． 甕。 140は常滑 • こ ね鉢。 141 は 東播系 の こ ね鉢で、 本調

査地点 で は こ の 1 点 の み の 出 土 で あ る 。 142 · 143 は 瓦 質 製 品 で142 は 風 呂 、 143 は 香炉 と 思 わ れ る 。 144

· 145は銅銭。 146 は 小 型 の 長方硯。 147 は漆器の椀でイ本部外面 と 内 底 面 に 亀 甲 文 （ 円 の 中 に 亀 甲 文 3 つ ？ ）

を ス タ ン プ し て い る 。

ま た 、 グ リ ッ ト 2 - B で網代状製 品 が 出 土 し た 。

�24 

�25 
�31 

1 27 

こ
ロニ

I
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ロ ロ5 霞凰5

―-
1 40 (  

1 38 ( 1 �6) 
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図 1 0 1 面包含層 出土遺物
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第 5 節 2 面検 出 の 遺構 と 出 土遺物 （ 図 1 1 · 1 2) 

1 面 （遺構確認 面 ） 20 cm ほど 掘り 下げる と 良好な 泥岩地業面が 検 出 され、 溝 状 遺構4 条、 土堀3 基、

井戸l 基、 掘立 柱建物 l 棟、 柵列1 列 と ピ ッ ト を 検 出し た。

溝状遺構 1
グ リ ッ ト 3 - A から E ラ イ ンに かけて位置し 南西から北東にの びる 。 東は F ラ イ ン あ た り で掘 り方が

無 く なり、 西も B ラ イ ンより 東 で一部無 く なる。 上幅2 6~66cm、 下幅2 4~50 cm、 確認 面からの 深 さ 6 ~
10 cm。 南北軸線の方位は N -33 ° - E ~ N - 41 ° - E 。

遺物 は かわら けが25点 出土 しているが圏示 できるものはない 。

溝状遺構 2

E ラ イ ンより 東 中央に位置し東西に長い 。 西は E ラ イ ンで 消える。 長 さ3 .3m以上、 上幅60 ~80 cm、

下幅42 ~60 cm、 確認 面 からの 深 さ10 cm。 南北軸線の 方位は N - 60 ° - E。

遺物 は かわら けが8 点出土 しているが図 示 できるもの はない 。

溝状遺構 3
E ラ イ ン から 東、 溝状遺構2 の 南に 平 行 して 位置し 東西に長い 。 長 さ 4m以上、 上幅2 6~30 cm、 下幅

1 1 ~25 cm、 確認 面 からの 深 さ 4 cm。 溝 状遺構2 と 同 じ く 敷地 東の 県道 と ほ ほ直 交する。 南北軸線の 方位

は N -5 6 - 0 E。
出土 遺物 はない。

溝状遺構 4
調査 区南壁際の グ リ ッ ト 4 - Dに位置し 南北に長い 。 長 さ 80 cm以上、 上幅3 6cm、 下幅2 8cm、 確認 面か

らの 深 さ 7 cm。 溝 状追構2 · 3 と ほ ほ直 交する。 南北庫III線の方位は N -54 - 0  W。

遣物 は かわら け 4点 が 出土しているが 園 示 できるものはない。

土堀 1
調査 区北 グ リ ッ ト1 - Dに位置し 溝状遺構l を 切る。 長 径13 8cm、 短径98cmの 不整 円形を 呈し確認 面

からの 深さは20 cm である 。 覆士 は 腿 食土 で ウ リ 科 と 思われる 種子を 含んでい た。 性 格は 不 明。
追物 は かわら け5 点、 箸l点の ほか木片99点が 出土 しているが圏示で きるもの はない。

土堀 2

調査 区南西の グ リ ッ ト 4 - Eに位置する 。 長 径200 cm、 短径1 74cmの ほ ぽ円形 で確認 面 からの 深 さは1 7

cmである。 ＜ ぽみ 状を 呈する。 性 格は 不明。

遺物 は かわら け15点 、 常滑窯製品 l点 、 貝 殻2 点 、 獣骨 l点 が 出土 しているが図 示 できるものはない。

土壊 3
調査 区北 東 グ リ ッ ト1 - Fに 位置する 。 東壁に かかっている ため全容は 不 明 だが 径120 cmの 楕 円を 呈
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番号
確認面か ら の 柱穴規模 下場 レ ベ ル 礎板 レ ベ ル

出 上逍物 • 特記事項
深 さ (cm) (cm) ( m )  ( m )  

1 3 1  52  X 29 26. 36 26. 45 かわ ら け ( 2 )

2 
1 7  30 X 30 26. 5 1  

か わ ら け ( 1 ) 柵列26 11 X 12 26. 42 

3 26. 74 26. 76 1 面か ？

4 1 6  2 8  X 34 26. 57 26. 66 （上） 種子 ( 1 ) ・ 木片 ( 3 ) 掘立柱建物

5 1 2  3 2  X 2 7  26. 59 

6 1 4  40 x - 26. 56 か わ ら け （ 図 1 60)

7 28 21 X 22 26. 44 

8 6 24 X 25 26. 68 か わ ら け (8)

， 1 5  54 X 39 26. 8 
」ヒ26. 68

掘立柱建物南26. 7 1  

1 0  1 2  2 3  X 1 8  26. 6 1  

1 1  14  37 x - 26. 52 

1 2  8 40 X 41 26. 6 26. 70 （上） 掘立柱建物

1 3  1 8  2 5  X 29 26. 55 柵列

14 13  30 x 25  26. 5 か わ ら け ( 1 )

1 5  5 26 X - 26. 6 1  

1 6  1 6  30 x - 26. 5 

1 7  6 62 X 62 26. 72 か わ ら け ( 6 )

1 8  8 38 X 54 26. 6 か わ ら け ( 4 )

1 9  18  40  X 32 26. 55 獣骨 ( 1 )

20 20 24 X 29 26. 53 

2 1  14 16 X 9 26. 66 

22 29 15 X - 26. 43 

23 7 z4 x - 26. 6 

24 27 32 X 30 26. 5 

25 1 3  40  X 3 1  26. 52 26. 53 

26 3 30 x 1 8  26. 64 

27 3 26 X 26 26. 74 

28 24 24 X 25 26. 5 1  か わ ら け ( 6 ) 柵列

29 26 40 x - 26. 62 26. 66 

30 30 33 X 34 26. 38 26. 42 

3 1  28 27 X 25 26. 4 1  柵 列

32 ， 42 X 33 26. 69 

33 (39) X - 26. 46 26. 52 礎板の上 に泥岩

34 34 24 X 2 1  26. 63 

35 12 30 X 36 26. 6 
東 26. 6 1
西 26. 62

36 1 6  3 3  x 42 26. 64 26. 69 （上） 掘立柱建物

37 1 2  (25 X 28) 26. 56 26. 58 1 面掘立柱建物

38 40 30 x - 26. 9 26. 94 

39 1 6  zo x - 26. 59 

40 1 4  3 2  X - 26. 55 

表 2 2 面 ピ ッ ト 観察表
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す る 。 確認面か ら の深 さ は約 70cm。 覆 土 に は 貝粒 子 を 含 む砂 （ 海砂か ？ ） が多 く 混入 し て い た 。 性格 は

不 明 。 出 土遺物 は な い。

井戸

調査区西壁 グ リ ッ ト 2 - A に 位置す る 。 壁際 と い う こ と で崩 落 の危険か ら 完掘す る こ と がで き な か っ

た 。 掘 り 方 は 一 辺 （南北） 約 1 50cm を 測 り 方形 を 呈 す る と 思 わ れ る 。 木組み は 「方形横桟支柱型」 で北

東 と 南東の 最上段 （検出時） の 支柱が抜 け て い る 状態 で検出 さ れ た 。 支柱 は 6. 5cm x 4. 5cm、 桟木 は 長 さ

が若干差があ る も の の 10cm x 4 cm の 角 材 を 用 い て い る 。 縦板 は 幅 1 3~30cm、 厚 さ 1 . 5cm前 後 。 東 は 縦 板

を 4 枚用 い て い る 。 南北軸線の方位 （ 井戸枠） は N - 45 - 0  E 。

遺物 は か わ ら け が 1 5点 出 士 し て い る 。 1 58は大型で器 肉 が薄 く 口縁やや外反気味に 立 ち 上が る 。

掘立柱建物 （ ピ ッ ト 4 · 9 · 36 · 1 2 )  

調 壺 区 西 3 分 の l （ グ リ ッ ト 2 - C 、 3 - C ) を 占 め る 。 確 認規模 は 2 間 X 1 間 で、 柱 間 は 約2. l m 。

ピ ッ ト 1 8 · 5 · 1 9  · 33 も こ の建物 か も し れ な い 。 南北軸線の方位 は N - 45 - 0 E 。

ピ ッ ト 4 か ら 種子 l 点 ・ 木 片 4 点、 ピ ッ ト 9 か ら か わ ら け 8 点 が 出 土 し て い る 。

柵列 （ ピ ッ ト 28 · 1 3  · 3 1  · 2 ) 

溝状遺構 1 と ほ ほ平行重複 し て 南西か ら 北東 に の び る 。 新 旧 関係 は 不 明 。 南北軸線の方位 は N - 44 - 0

E 。

ピ ッ ト 28か ら か わ ら け が 6 点 出 土 し て い る 。

ピ ッ ト

掘 立柱建物 、 柵列以外の も の を こ こ で と り あ げ る 、 ピ ッ ト 1 · 25 · 29 · 30 · 35は建物の柱穴 と 思 わ れ

る 。 ピ ッ ト 37 は 1 面 の掘立柱建物 の柱穴 と 思 わ れ る 。 詳細 は掘立柱建物 、 柵列 の も の も あ わ せ表 2 に ま

と め た 。

1 5 7 は か わ ら け は 大型 で 口縁やや外反気味に 立 ち 上が る 。 ピ ッ ト 6 か ら 出 土。

以上の ほ か に グ リ ッ ト 2 - C （溝状遺構 l の 下） に 木の 根株 （樹種不 明 ） があ り 、 そ の 周 り に 土堀 3

と 同 質 の砂が集中 し て い た 。 根株は樹皮 を そ の ま ま 残 し 下部 は カ ッ ト さ れて い た 。 掘 り 方 は確認で き な

か っ た 。
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第 6 節 2 面上他含層 出 土遺物 （ 図 13)

かわ ら け120 7点 、 土 製品4 点 、 瓦質製品 6点 、 国 産 陶 器32点 、 舶 載磁器 l点 、 石 製 品4 点 、 獣骨1 点 、
漆器l 点、 木片33点 が出土 している 。 図 示しえ たの はこのうちわずか 8点 である。

14 8~150 は かわ ら け。 1 50 には 内 外面 に 煤が付着している 。 口縁はい づれも内 脅気味に立 ち上がる。
1 51は 瓦質の 風 呂の 口縁部。 152 は 瓦質の 鍔付 きの 火鉢で鍔部上面 に 菊花文の ス タ ン プを 押している。153
は 瓦質製品 で器種は 不明。 外面 は ヘ ラ ミ ガ キしていて 内 底 中央に リ ボ ン形の 線刻をしている 。 154 · 155 

は銅銭。 15 6は 凝灰質砂岩製の 石塔 ・ 相輪で非常に 脆い。 請花は蓮弁をつくりだしていない。

二1 48 �(図譴
-- 、 ＇ 臼笠

三1 49 、 シ 1 51 (1 /6) 賃 ／ [ i 、

ー ニニ 1
[／- ／□□ 1 5ーーロニ。

I――- , 1 52 ( 1 /6) � ，界＼ ，，合．c．ヘ

□/／ 
I 畠 54 亨 1 55

認） 口出
゜

図1 3 2 面包含層及び遺構出土遺物
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第 7 節 ト レ ン チ 調査

2 面 下 の 状況を確認する ため、 事業者 の 方 のご 理解を 得て、 調査区北堅際に 約9 m x O. 8m の A（ 東

西 ） ト レ ン チ と B（ 東壁際南北に 約5 m x O. 8111（ 一部 拡張））、 C（ 南墜際東西に 約9 m x0 .8) の L 字
型 ト レ ンを 設定 し た 。

掘り 下げる と 地 業層（ 第18層）は20 ~40 cm大 の泥岩塊で最長l m 隙 間 なく 突き 固め られてい た 。 遺物

はかわ ら けが 数片含 まれている 。 こ の層を 取り 除く と 、 多 量 の 木製 品 ・ 木片を 含む土層（ 第2 5層か ら 第

34層）が堆積する 。 そ の 下 は砂質土 （ 粗）が堆積し、 貝殻、 木片を 含んでいる 。
遺構は C ト レ ン チ南壁で杭を 検 出し 固りに 泥岩を 据えてい た 。 ト レ ン チ内 の面 積が 狭い ためか、 遺構

は そ れ以 外に 検 出 されなか っ た 。

B C D E 

| | | I 
- ------- -

□□□□三□□□□〕
2 -

3 - ( 三 I B 1 1  
＇ ト

＼ レ
ン
チ

4 一
1

I I I 一
枯

！ 
I ' C ト レ ン チ

I 
B C D E F 

゜

図 1 4 ト レ ン チ設定図

A ト レ ン チ 出土遺物（ 図15)

- 2 

- 3 

- 4 

159~1 61 はかわ ら け 、 1 62 ~1 67は 木製 品で、 1 62 は 用 途不明、 1 63 ~1 66は 箸、 1 67は 草履の芯で あ る 。

1 59 · 1 62 · 1 63 は 第19~21層 中 、 1 60 · 1 61 · 1 64 ~  1 67は 第22 ~24層 中 で あ る 。
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図 1 5 A ト レ ン チ 出土遺物物

B · C ト レ ン チ 出 土遺物 （ 図 16)

B · C ト レ ン チ の 層 が対応す る た め 一括 と し た 。 1 68~ 185 は ロ ク ロ 成形の か わ ら け。 小型 ・ 大型 と も

概ね 口 縁が内臀 し 立 ち あ が る 。 1 86 ~ 1 92 は 舶 載陶磁器で、 186 は 青磁 ・ 蓮 弁 文碗、 187 は 青磁 · 鉢。 1 86

の 釉 は 高 台畳付 を 除 い て か け ら れて い る 。 1 88~ 1 9 1 は 白 磁 ・ ロ 禿皿 で 口縁が内碍気味 に 立 ち 上が る タ イ

と 口 縁が外反す る タ イ プ ( 1 90 · 1 9 1 ) が あ る 。 192 は緑釉の盤で表面銀化 し て い る 。 1 93 は 瀬プ ( 1 88)

戸 の 入子 で無釉 で あ る 。 1 94 は 不 明銅 製 品 。

1 95~21 5 は 木製 品 。 1 95 · 1 96 は 用 途 不 明 で 、 1 96は菜箸の可能性。 1 97~202 は箸。 203 は 用 途不 明 で 、

刀 子 の 柄 の よ う に 成形 し て い る 。 204 は 格子 戸 の 部材 （格子子） と 思 わ れ る 。 205 は 2 枚 の 板 を 合 わ せ て

穿孔 し 軸 木 を 挿 入 し て い る が扇 骨 と は 違 う と 思 わ れ る 。 206 は 調 度 品 の部材 （雲型） と 思 わ れ る が不 明 。

207 は 扇子 の 骨 で 、 閉 じ た状態 で 出 土。 全10枚揃 っ て い る 。 208 は 刀 子 の柄 で 、 一 部 山 型 に 成 形 し て い る 。

目 釘孔 は な く 、 刀 身 を 差 し 込 ん だ の で は な い か と 思 わ れ る 。 漆等の痕跡 は な い 。 209 は 曲 物 の蓋。 2 1 0 は

円 板状製 品 で 中 央 を 穿孔 し て い る 。 21 1 は 用 途不 明 で 、 六 角 形 の 板 に 亀 甲 花菱 文 が陽刻 さ れ、 規則 的 に

穿孔 さ れて い る 。 2 1 2 も 用 途不 明 で棒状 に 成形 し た あ と 、 螺旋状の刻 み を い れ て い る 。 佐助 ヶ 谷遺跡 （税

務署） ほ か市 内 の 遺跡 で 同 型 の 製 品 が数点 出 土 し て い る が、 完形 品 は 未 だ 出 土 し て い な い 。 213~215は

部材 の端切れの可能性 も あ る が、 同形態 の も の が計 4 点 （完形） が 出 土 し て い る の で、 そ の う ち の 3 点

を と り あ げ た。 2 1 6 · 2 1 7 は （杭 き ） 櫛 で 漆 は 確 認 で き な い 。 218 · 2 1 9 は漆器 の 1ill で、 意 匠 は218が鶴、

2 19が植物 （桐 と 笹か ？ ） 。

1 68~2 1 9 は す べ て 第25層 ～ 第34層 中 か ら 出 土 し て い る 。

-41 -



三68 □□171 :74 ーニ王三77 ― -
二二，ロニ ニ75ロニロロニ
� 70 �二173 こ二1 76ロニロニ， 口□82ニロ _，，3 □□□ロ

1 85 

口 戸88 □／ロ
―

―- 1 90 ＝ □三□―�93

□ こ89 □- 9- -―ー／ ＼ 

[ / ／ / [ ／ 

[ l

j 

203 [ ／ /905 [/ 

95 

1 96― n 
9 

/ 

202 

!� 

|［口 □こ

21 0 /\

［-「］-

且 ］ i �[口 ［〗
＼ 月 1/(1 ． ＂ ～～ " t  i l 9 

以 ／ 1 _ ( • 1 - I 'i 1-� 1 I .  I , I .I . , Iい I ll応辺」 ： Fi ! I 。 ↑ 0 . i 琴 I I i  | J l 

9 , ’ ' 1 
1 ! 

i i 

0 208 ーロニ ーニ'
21 1 6 〗 I 11� I I \ 1 1  

／ ［ 戸： 竺8 ーロ― 2

2

1

1

9

3 
( 1

0
/2

6

1[) //6) 

図1 6 B C ト レ ン チ 出土遺物

-42 -



調
査

区
北

壁

「 戸
西

l 
\

 
/

 
1 1
東

Iー

27
.0

m
 

18
 

D  

-
-

-
-

--
-

-
-

- -
-

-
-

23
 

\
-

-
ご

二
三

三
三

三
ミ

三
疇

26
.0

m

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

/
/

 
D

 

調
査

区
南

壁

図 1 7
東

＼

I 4 3 —  

器 淵 図 注 〇 ナ て ＞ 中 降 廿 識 図

18
 

-
I 

I
...

. 
2 8

 
D

 
25

 
: 

＼ 
-

1 -
—

三
27

-
-

—
三

二
□
ニ

l， 1
 26

.0
m

 

杭;-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
― 3

5
-

-
-

-
-

-
-

—ご
二

ご
-

-
-

-
-

-
-

-
-

- -
- -

- -
- • 

29
―

― _
＿＿

＿-
--

--
-／

 
調

査
区

西
壁

調
査

区
東

壁

南
＼二

T
―

―
匝

g�
!-

1
7 c;_

 
l 

-
-

9c
 

炭
層 —

一ロ
ー

5
□

-
-

ga
二

］
竺

ニ
ミ

定
ゴ

北
ニ

了
孟

＼
9e

-
-

-1
 

デ
ー

-
→

I0
1

ロ
ニ

ー
グ

7
―

一
天

デ
訂

に
二

］五
．O

m

12
d

 

也／
ニ

ニ
ニ

三
1-

,
 
＿--

「一
1 6

h 
竺

悶4-4 b口
三

三
ニ

巴。
m

l 
-

\ 
18

 
27

) 
ー

1 \
-

—
-

-
-

-
ミ

2戸
ニ

ー
一

亡
ゴ

—
34
三

3←
-

-
-

3
3一

26
.0

m
\-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

」

4  

※
D

は
泥

岩
、

G
は

凝
灰

質
砂

岩

゜
2m

 



I 表士
2 明 茶褐色土 泥岩粒 ・ 炭 粒 少 ：，t：含む
3 暗茶灰色土 泥岩粒 ・ 炭粒少 ：it：含む
4 叫 茶褐 色 士 泥岩粒 ・ 炭粒少絨含む
5 a 茶 褐 色 土 泥岩 ・ 炭 多 狐 含 む

b 茶 褐 色 土 泥岩多 く 含み、 炭粒少梵含む
c 茶褐色土 泥岩粒含む

6 a 黒褐色粘質士 炭多 屈含み 、 泥岩粒 含 む
b 茶褐色 土 炭粒 ． 泥岩塊 含 む

7 a 黄茶褐色土 泥岩粒密 に 含 む （地業府 ？ ）
b Iリ ］茶褐色土 泥岩粒 ・ 炭粒含み 、 か わ ら け 少拡含む
c II音黄色土 泥岩粒多 く 含み 、 か わ ら け 少•lit含 む

8 茶褐色土 炭 粒 ・ かわ ら け含 む。
9 a 茶褐色粘質土 泥岩粒 ・ 炭粒多 く 含む

b Iリj 茶褐色粘質土 泥柑粒 ・ 炭 粒 多 く 含 む
C ,[！9!，褐色粘土 多 屈の炭粒含む
d 茶褐色 土 泥岩 ( 3 cm 大） ． 泥岩粒 · か わ ら け含む
e 茶褐色土

18 黄 茶 褐 色 土 （ 一 部青灰色） 地業罰
1 9  焦褐色砂質 土 泥岩粒、 木 片 含 む
2 0  II爵 甘灰色砂質 土 泥岩粒、 多 批の 木片 含 む
2 1  II音 打灰色 土 泥岩粒、 木 片 、 炭含む
22 廿灰色砂質 上 多 批の泥岩粒含む
23 青灰色土 泥岩粒、 木 片 、 炭 含 む
2 4  脊灰色土 多 批の泥岩粒、 木 片 、 炭含む
25 黒色粘質 土 多 賊 の 炭 ， 木片 ， 木 製 品 含 む
26 青灰色土 泥岩塊含む
27 II音茶褐色粘質 土 多 批の 木片、 木 製 品 含 む
2 8  想色粘質 土 多 他 の 木 片 ・ 木製品含む
29 II音 褐 色 粘 質 土 多 批の泥岩含む
30 II惰 茶 褐 色 粘質 土 多 拡の 木 片 、 木 製 品 含 む
31  青 灰 色 粘 質 土 泥 岩 含 む
3 2  II爵茶褐色粘質土 少絨の 木 片 、 木 製 品 含 む
3 3  青灰色 上 多批の泥岩含む
34  黒色粘質 土 多 批 の 木 片 ・ 木 製 品 含 む
3 5  II府 ，'i'灰色粘質 土 滉入物ほ と ん どな し

f 茶褐色土 泥岩 ・ 泥岩粒 ・ 炭粒 • か わ ら け含 む。 粘性 あ
り

g ！リl 茶褐色 土 泥岩 ． i／じ界粒含む
h Iリl 茶 褐 色 土 泥岩粒 ・ 炭粒少載含む
i Iリ．j 黄褐色土 泥岩粒少紐含む
j 明 黄褐 色 土 泥岩粒 ・ 炭粒少拡含む

1 0  II柘 茶褐色土 多 祉 の 泥岩粒 • か わ ら け 含 む
I I a I辟褐色粘質土 泥岩粒 ・ 木 片 ・ 種チ （ ウ リ 科） 含む

b llri褐色粘質土 泥岩粒 ・ 木 片 含 む
1 2  a 暗茶褐色粘質 土 泥岩粒 • かわ ら け含 む

b 暗茶褐色粘質土 泥岩粒 ・ か わ ら け含む
C II爵 茶褐色粘質土 泥岩粒 • か わ ら け含む
d II紆茶褐色粘質土 泥岩粒 ・ か わ ら け含 む
e II行黒褐色粘質土 泥岩 ( 5 cm大） 含む

l 3 a ,t•I:!， 褐色粘質土 凝灰 ・ 炭 含 む
b I陪 茶褐色粘質 土 泥岩粒 ・ 炭 含 む

1 4 a 明 茶色 土 多 址の凝灰 岩 粒 含 む
b 明 茶 色 土 少批の凝灰岩·粒含む
c lli _i茶褐色土 泥岩粒 ・ か わ ら け 含む

1 5  a 茶褐色土 泥岩粒少砧含む
b II爵 茶 褐 色 土 泥岩塊 ． 泥岩 粒 ・ 少•りしの 炭粒含む
c .l-9|;＼褐色土 多 菰の 炭 含 む
d 明 茶褐 色 土 泥岩塊含む
e 黒 褐 色 土 泥岩粒含む
f 黒褐色土 多 悩の泥岩粒 含 む
g II的 茶褐色粘質土 泥岩粒 ・ 炭粒含む
h 暗茶褐色粘質土 i尼料粒 ・ 炭粒含む

茶褐色土 泥岩粒 ・ 炭粒含 む
l 6 a 茶 褐 色 土 泥岩粒含む

b II行茶褐色粘質土 泥岩粒 ・ 炭粒含む
1 7  a !.i'l茶褐色土 泥岩粒多 く 含む

b 111灰色土 多 砿の泥岩粒 ・ 炭粒 含 む
c II悴茶褐色士 泥岩粒含
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番号 種類 計測値 単位cm （ ） は 復元 特記事項

1 瀬戸 l|l 口 径 (1 2. 1 )  底径 (6. 3)  器高2. 7 胎 土 淡灰色 釉 半透明 ・ 灰緑色 目 痕 あ り

2 瀬戸 碗 口 径 ( 14. 6) 底 径 (4. 6) 器高6. 0 胎 土 淡黄灰色 釉 半透明 ・ 淡灰緑色 目 痕 あ り

3 瀬戸 盤 口 径 (33. 4 )  胎 土 淡灰色 釉 不透明 ・ 灰緑色

内 面 ナ デ 外面ヘ ラ 磨 き 文 様 外而上位 に 二 条 の

4 瓦 質 火鉢 口 径 (39. 8) 
沈線の 間 に連続亀 甲 花 文 を 押 印 そ の 下 に 連珠文貼
り 付 け 中 位 に 菊 花文 （ 大 ） 押 印 、 そ の 下 に連珠文
貼 り 付 け ”

5 茶 臼 （ 下 臼 ）
直径 (33. 6)  総 高 1 2. 7 上縁幅2. 3

安 山 岩 灰色 六 分画上面径16. 0 芯孔径3. 2

6 顧戸美i農系 口径7. 8 胎土 淡灰色 釉 不透明 ・ 暗茶褐色 外底面糸切
灯 明 皿受 け Jlll り 痕

7 瀬 戸 徳利 口 径4. 0 胎 土 灰 色 釉 不 透 明 ・ II音灰緑色 二次焼成 受 け て
い る 1 8 C 後 ～ 1 9 C 中 ？

8 堺 1,itt鉢 口 径35. 4 底径19. 6 器 高 16. 0 胎 土 赤 茶褐 色 条線 8 本

， か わ ら け 口 径7. 6 底径4. 3 器高2. 3 胎 土 橙色 口縁 部 に タ ー ル付着 完形

10 99 口 径 (6. 6) 底径3. 5 器 高 1 . 9 胎士 橙色 口縁部 に タ ー ル 付着

1 1  99 口 径6. 7 底径4. 4 器高2. 4 胎 士 赤橙色 完形

1 2  99 口 径 (7. 2) 底径4. 4 器高2. 2 胎土 橙色 口縁部 に タ ー ル 付 着

1 3  99 口 径7. 0 底径4. 1 器高2. 3 胎 土 ll音橙色 ほ ぽ完形

1 4  ” 口 径 (6. 9) 底径3. 6 器 高2. 6 胎土 淡褐色

15 99 口 径6. 9 底 径4. 5 器高2. 1 胎土 橙 色 ほ ぼ完形

16 " 口 径7. 0 底径4. 3 器 高2. 2 胎 土 明橙色

17 ” 口 径 1 2. 3 底径7. 8 器高3. 7 胎 土 淡褐色

18 ” 口 径 1 1 . 7 底径7. 9 器高3. 4 胎 土 淡褐色

19 ” 口 径 ( 1 2. 2 )  底 径8. 0 器高3. 6 胎土 淡褐色

20 ” 口 径 1 2. I 底径7. 5 器高3. 6 胎土 赤橙色

21 か わ ら け （ 穿孔） 厚0. 8 孔径0. 7 、 0. 45 胎 土 淡橙色

22 白 か わ ら け 手づ く ね 胎 土 灰 白 色

23 青磁 盤 高台径 (6. 0) 素地 灰 白 色 釉 透明 ・ II音灰緑色 内 底 而 に 型押 し

24 青磁 碗 口 径 ( 1 1 , 0) 素地 灰 白 色 釉 不透明 ・ 青緑色 体部外面 に 蓮
弁文

25 青磁 鉢 口 径 ( 1 2, 8) 素地 灰褐色 釉 不透明 ・ 水青色 体部外面 に 蓮
弁文 二次成受け て い る ？

26 白 磁 （ 明 ） 碗 高台径6. 6
素 地 灰 白 色 釉 半透明 ・ 淡灰緑色 ・ 貰 入 内底
面中央 に 花 文 ？ を 型押 し

27 瀬戸 盗 口 径10. 0 器 高 1 . 3 胎 土 灰褐色 釉 半透明 ・ 灰緑色

28 瀬戸 lll 口 径 ( 1 1 . 4)  胎 土 淡灰色 釉 半透明 ・ 灰緑色

29 ” 口径 ( 10. 4) 底径 (5. 0) 器高2. 5 胎土 淡灰色 釉 半透明 ・ 灰緑色

表 3 遺物観察表 ( 1 )
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30 瀬 戸 JIil

3 1  99 

32 ” 

33 " 

34 瀬戸 碗

35 99 

36 99 

37 ” 

38 ” 

39 
瀬戸

天 目 茶碗

40 
瀬 戸

お ろ し 1111

4 1  ” 

42 瀬戸 盤

43 99 

44 ” 

瀬戸45 
行平鍋

瀬戸
46 

小壷 （ 茶 入 れ）

47 瀬 戸 香炉

48 
瀬戸

尊式花瓶

49 ” 

50 常滑 壷

51 常滑 甕

52 ” 

53 常滑 こ ね鉢

54 ” 

55 ” 

56 備前 壷

57 瓦 質 こ ね鉢

58 瓦 質 火鉢

口 径 ( 1 0. 8) 底 径5. 1 器高2. 4

口 径 ( 1 1 . 1 )  底径 （5. 0) 器 高2. 4

口 径1 1 . 4 底径5. 8 器高2. 8

口 径 ( l l . 0) 底 径 (5. 0) 器高3. 5

高 台 径 (4. 7)  

口 径 ( 1 7. 3) 高 台 径 （5. 0) 器高6. 2

高台径5. 1 

口 径 ( 1 6. 0) 

口 径 1 6. 6 高台径6. 7 器高5. 1 

口 径 ( 1 1 , 8) 

口 径 ( 1 6. 8) 底 径 (8. 7 )  器 高3. 3

口 径 ( 1 5. 8) 底 径 (9. 0) 器 高3. 3 

口 径 (32. 6) 

底径 ( 16. 7 )  

口 径 ( 24. 6 )  

底径8. 1 

口 径2. 8 底径2. 9 器高3. 0

口 径 (8. 0) 底径4. 9 総高2. 7 

口 径 ( 1 5. 4)  

底径 (9. 0) 

口 径 (22. 4) 

口 径 ( 3 1 . 0) 

口 径 (28. 0) 底 径 ( 1 2. 4) 器高10. 1 

底 径 ( 1 2. 9)  

口 径 ( 1 5. 4 )  胴 部 最 大径 (27. 4 )  

厚1 . 2 

器 高 1 0. 0

胎 土 淡灰色 釉 透 明 · 灰緑色

胎土 淡灰色 釉 半透明 ・ 灰緑色

胎 土 灰 白 色 釉 半透明 ・ 灰緑色 内底面磨滅

胎 土 淡灰色 釉 半透明 ・ 淡灰緑色

胎 土 淡黄褐色 釉 不 透 明 · 乳黄 白 色 目 痕 あ り

胎 土 淡黄灰色 釉 不透 明 ・ 淡黄褐色 ～乳黄 白 色

胎 土 淡褐色 釉 半透明 ・ 灰緑色

胎 土 淡 茶 褐 色 釉 不 透 明 ・ 灰緑色

胎 土 淡茶褐色 釉 半透明 ・ 淡黄褐色 目 痕 あ り

胎 土 淡灰色 釉 黒 褐 色 ～ 暗 茶褐色

胎 士 淡黄褐色 釉 不透 明 ・ 灰緑色～乳 白 色 焼

き む ら あ り

胎 士 淡黄褐色 釉 不透明 ・ 淡黄褐 色 片 口 部分差

し 込 み

胎 土 淡黄褐色 釉 不透明 ・ 灰黄緑色

胎 土 淡灰色 釉 半透明 ・ 灰緑色

胎 土 淡黄灰色 釉 半透明 ・ 灰緑色

胎土 淡黄灰色 釉 半透 明 ・ 灰緑色 外底面火受

け て い る

胎 土 淡 黄褐 色 釉 不透明 · 灰緑色 完形

胎土 淡灰色 釉 不 透 明 ・ 灰緑色 脚 祁貼 り 付 け

胎土 淡灰色 釉 半透明 ・ 灰黄緑色

胎 土 淡灰色 釉 不透明 ・ li音灰緑色

胎 土 ・ 器表 と も に 灰黒色

胎土 灰黒色 器表 茶褐色

胎土 灰黒色 器表 ll音茶褐色

胎 土 灰黒色 器表 暗茶褐色

内 面全体磨滅 胎土 Il音茶褐色 器表 赤茶褐色

内 面全体磨滅 胎 土 ・ 器表 と も 橙灰色

胎 土 灰黒色 器表 灰黒色 ～ 乳 白 灰色

胎土 ・ 器表 と も 灰色 口唇部 を 内側 に 僅 か に 折 り 曲 げ

やや丸み を も つ 外面中位指頭調整 内面横位 ナ デ

胎 土 淡）j）し色 表面黒色処理 外面及び口縁ヘ ラ ミ

ガ キ 調 整

表 4 遺物観察表
(

2 )
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胎 土 明赤褐色 表面黒色処理 外面及 び口縁ヘ ラ
59 瓦質火鉢 ミ ガキ 調 整 外面上位 に 二 条 の沈線 そ の 間 に 連続

菊花文押印 そ の 下連珠文貼 り 付 け
胎 土 ・ 器表 と も 肌色 外面及 び口縁ヘ ラ ミ ガ キ 外

60 瓦 質香炉 器高4. 5 面上位 に沈線一 条 そ の 下 三段 に わ た っ て菱形渦文
連続押 印
胎土 ・ 器表内而灰色 外表面黒色処理 外面 に 沈線

6 1  瓦質脚付 き 香炉 総高4. 5 二 条 そ の あ い だ 四 角 渦 文 を 二段 に わ た っ て 連続押
印 脚 部貼 り 付 け

62 瓦質仏花瓶 ？ 底径 (8. 0) 胎 土 灰 白 色 外表面黒色処理 外面ヘ ラ ミ ガ キ

63 瓦器質製品 最大径2. 3 胎土 灰 白 色 表 面黒色処理 凸面ヘ ラ ミ ガ キ

64 銅 銭 （ 太平通宝） 初 鋳 北宋976年 楷書

65 I I  （淳化元宝） 初鋳 北宋990年 楷書

66 ／， （景徳元宝） 初鋳 北宋1 004年 楷書

67 ／， （祥符通宝） 初鋳 北宋 1 009年 楷書

68 " ( " ） " 

69 ” （景祐元宝） 初鋳 北宋1 034年 條書

70 /， （熙寧元宝） 初鋳 北宋1 068年 俵書

71  ” ( II )  99 

72 ” ( ,, )  ” 

73 ” ( " )  ” 

74 ” （元豊通宝） 初鋳 北宋1 078年 行書

75 ” （紹聖元宝） 初鋳 北宋1094年 行書

76 ” ( ，, ） 初鋳 北宋1094年 綬書

77 " ( ,, ） 初鋳 北宋 1 10 1 年 後書

78 ” （聖宋元宝） 初鋳 北宋 1 10 1 年 絞書

79 硯 （ 長方） 厚1. 5 粘板岩 ？ （赤紫色）

80 砥石 （仕上砥） 残存長 4. 8 幅3. 2 厚0. 9 京都深草産 （灰黄色） 2 而使用 2 面切 り 出 し 痕

81 " ( " )  残存長 6. 2 幅3. 2 厚 1 . 2 京都深草産 （ 明 茶褐 色 ） 2 面使用 2 面切 り 出 し 痕

82 ” ( ” ) 残存長 7. 5 幅3. 3 厚0. 7 京都深草産 （灰黄色） 2 面使用 1 面切 り 出 し 痕

83 砥石 （ 中砥） 残存長 8. 4 幅3. 2 原1. 8 上野産 （淡黄灰色） 4 面使用

84 " ( " )  残存長10. 8 幅3. 5 厚2. 5 上野産 （淡灰緑色） 4 而使用

85 " ( " )  残存長 10. 7 幅3. 0 厚2. 5 上野産 （淡褐色） 4 面使用

86 II ( II )  残存長 9. 9 幅3. 5 厚2. 2 上野産 （淡黄灰色） 4 面使用

87 " ( " )  残存長10. 8 幅2. 0 厚 1 . 7 上野産 （淡黄灰色） 4 面使用

88 ” ( ” ) 残存長 8. 8 幅2. 7 厚2. 7 上野産 （淡黄灰色） 4 面使用

89 ” ( ” ) 残存長 7. 1 幅3. 5 厚3. 0 上野産 （ 明 茶褐色） 4 面使用

90 ” ( ” ) 残存長 5. 0 幅3. 2 厚 1 . 8 上野産 （灰 白 色 ） 4 面使用

表 5 遺物観察表 ( 3 )
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91  砥石 （ 中砥） 残存長6. 5 幅4. 6 厚1 . 7 （淡褐色） 1 面使用 5 面 に切 り 出 し痕

92 常 滑 （ 甕 ） 転用砥 長6. 1 x 4. 3 厚 さ 1 . 1 胎 土 灰黒色 器 表 II音茶褐色 割 れ 口 に す り 痕

93 99 長4. 9 X 3. 2 厚0. 75 胎土 橙灰色 器表 淡橙色 割れ口 と 内而にす り 痕

石材不明 （淡灰色） 片 面 中央 と 側 面 に く ぽみ
94 石 製 品 不 明 残 存 長 1 7. 6 厚 1 0. 1 

片 面 に 薬研状の刻み 全体的 に 磨滅

95 茶臼 （ 下 臼 ） 縁幅2. 7 安 山 岩 （多孔質 Il音灰色） 内 面磨滅

96 粉挽臼 残存高16 . 0 安 山 岩 質 （灰色） 溝 8 条 ？

97 か わ ら け 口 径6. 8 底径4. 0 器高2. 2 胎 土 橙色 口 縁 に タ ー ル 付 着

98 99 口 径7. 0 底径4. 1 器高2. 0 胎 土 淡褐色

99 瓦 質 風 呂 胎土 淡赤灰色 器表 淡赤褐色 外面 ヘ ラ ミ ガキ

1 00 瀬戸 尊式花瓶 口 径 ( 1 6, 4 )  胎土 灰褐色 釉 半透 明 · 灰緑色

胎 土 灰褐色 釉 灰緑色 内 底 面 中 央 に 四 重 円 文
1 0 1  瀬戸 鉢 高台径8. 4

を 型押 し 高 台 内風車状 に 刻 み

102 か わ ら け 口 径8. 1 底径5. 8 器高2. 4 胎土 淡褐色

1 03 瀬戸 瓶子 底 径9. 2 胎 土 淡灰色 釉 半透明 ・ 灰緑色

1 04 折敷 ？ 長 1 0. 2 幅7. 2 厚0. 1 5  孔径0. 3

1 05 か わ ら け 口 径 ( 13 . 5)  底径9. 1 器高3. 9 胎 土 淡橙褐色

1 06 ” 口 径7. 8 底径4. 3 器高2. 4 胎 土 淡褐色

107  " 口 径8. 0 底径4. 5 器 高2. 3 胎 土 淡褐色

1 08 99 口 径 7. 6 底径5. 2 器高2. 1 胎 土 淡褐色

109 " 口 径 7. 6 底径5. 0 器高2. 2 胎 土 明橙色

1 10 ” 口径 7. 6 底径5. 2 器高2. 2 胎土 淡褐色

1 1 1  ” 口 径 7. 9 底径4. 2 器 高2. 1 胎 土 淡褐色

1 12 ” 口 径1 3. 3 底径7. 8 器 高3. 3 胎 土 橙色

1 13 99 口 径 1 3. 2 底 径8. 3 器高3. 0 胎 土 淡橙色

1 14 99 口 径 1 3. 5 底径7. 3 器高3. 3 胎土 橙色～淡褐色

1 1 5 99 口 径 1 3. 0 底 径8. 0 器裔3. 4 胎土 淡橙色

1 16 ” 口 径 1 3. 0 底径7. 0 器高3. 1 胎土 橙褐色

1 1 7  " 口 径 1 3. 7 底径7. 7 器高3. 5 胎 土 橙色

1 18 ” 口 径 1 3. 7 底径8. 0 器高3. 6 胎 土 淡橙色

1 1 9  99 口 径 1 3. 7 底径8. 1 器高3, 3 胎 土 淡橙色

1 20 " 口 径 1 2. 5 底径7. 1 器高3. 2 胎 土 淡橙色

1 2 1  " 口 径1 3. 4 底径9. 8 器 高3. 3 胎土 淡褐色

122 " 口 径 1 2. 9 底径8. 0 器 高3. 4 胎 土 橙色

1 23 99 口 径 1 3. 2 底径8. 4 器高3. 3 胎 土 橙色

表 6 遺物観察表
(

4 )
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1 24 か わ ら け 口 径 7. 1 底径4. 5 器 高 1 . 9 胎土 淡褐色 口縁に タ ー ル付着

1 25 ” 口径 7. 1 底径4. 2 器 高2. 0 胎土 淡褐色 口縁に タ ー ル 付着

1 26 ” 口 径12 . 9 底径7. 4 器 高3. 6 胎土 淡褐色 口縁一 部 と 内面 に タ ー ル付着

1 27 9, （穿孔） 孔径 (0. 7) 胎土 淡褐色

1 28 土器 （脚部） 径2. 1 淡橙色 か わ ら け 質 表面ヘ ラ ケ ズ リ

1 29 鍔付土鍋 孔径0. 4 淡褐色 二 次焼成受 け て い る

1 30 瀬戸 碗 高 台径5. 1 胎土 淡褐色 釉 不透明 ・ 淡黄褐色

胎土 淡灰色 釉 不透明 ・ 茶 褐 色 ～ 黒色 ミ ニ チ
1 3 1  瀬戸 天 目 茶碗 口 径4. 5 底径2. 0 器高2. 2

ュ ア 完形

1 32 /I 口径 (9. 5) 底径3. 5 器高4. 5 胎土 灰 褐 色 釉 黒色 二 次焼成受 け て い る

1 33 99 口 径 ( l o. 8) 胎土 灰 褐 色 釉 暗茶褐色～ 茶 褐 色

1 34 ” 口 径 ( 1 1 , 9) 胎土 灰褐色 釉 黒褐色

1 35 99 口 径 ( 1 1 . 2 )  胎土 淡黄褐色 釉 II音 茶褐色

136  瀬戸 盤 胎土 淡黄灰色 釉 不透明 ・ 淡黄褐色

137 瀬戸 仏花瓶 高 台径6. 2 胎土 灰 褐 色 釉 不透明 ・ 黒色

1 38 常滑 甕 胎土 ・ 器表 と も に暗茶褐色

1 39 99 胎土 灰 色 器表 （外） 灰褐色 （ 内 ） 茶褐色

140 常滑 こ ね鉢 口 径 (33. 0) 胎土 ・ 器表 II音茶褐色～灰褐色 二次焼成受 け て い る

1 4 1  東播系 こ ね鉢 胎土 灰色
胎 土 灰色 器表 灰黒色 上 位 に 二 条 の 沈線 の 間

1 42 瓦質 風呂 の 亀 甲 花 文 を 連続押 印 そ の 下 に 連珠文貼 り 付 け 、
菊 花 文 （大） 押印 表面黒色処理

胎土 灰 色 器表 灰黒色 二条 の沈線の 間 に 菊 花
143 瓦 質 香炉 ？

文 を 連続押 印 表面黒色処理 ヘ ラ ミ ガ キ 調 整

1 44 銅銭 （景祐元宝） 初鋳 北宋1034年 綬書

145 ” （嘉祐通宝） 初 鋳 北宋1 056年 楷書

146 硯 （ 長方） 長6. 1 最大幅3. 4 総高 1 . 1 粘板岩 ？ （ II音赤褐色） 断面逆台形
147 漆器 椀 高台径 (6. 2 )  黒漆地 体部外面 と 内底面に朱漆で亀 甲 文 を ス タ ン プ

148 か わ ら け 口径 7. 2 底径 4. 6 器 高 1 . 9 胎 土 淡褐色
149 99 口 径 7. 2 底径 5. 1 器 高 1 . 6 胎土 橙色

1 50 99 口 径 （9. 8) 底径 (5. 8) 器高2. 9 胎土 淡褐色 内 外而二次焼成受 け て い る

胎 土 灰 白 色 外面及 び口縁ヘ ラ ミ ガ キ 表面黙色
1 5 1  瓦 質 風 呂

処 理 二 条 の 突帯の 間 に 菊 花文連続押印

口径 (27. 0) 斜磨音財蚤 (36. 8) 子Lf釜 胎土 灰色 外面及 び口 縁ヘ ラ ミ ガ キ 表面黒色処
1 52 瓦 質 鍔付火鉢

理 鍔上面 に 菊 花文押印 （三個 ー グ ル ー プ ？ ）0. 5 

胎 土 灰褐色 器表 淡橙褐色 外面 及 び外邸面へ
1 53 瓦 質 器種不 明 底径 (8. 0) 

ラ ミ ガキ 輪花形 内底面中央 に リ ボ ン 状の 陰刻

1 54 銅銭（皇宋通宝） 初鋳 北宋1 038年 綾書

1 55 （熙寧元宝） 初鋳 北宋 1068年 條書

表 7 遺物観察表 ( 5 )
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156 石塔 ・ 相輪 輪 部 （ 高5. 5 径6. 6) 残存 長35. 2 凝灰岩質砂岩 非常 に 脆 い

1 5 7  か わ ら け 口 径 ( 1 3. 1 )  底 径 (7. 8) 器高3. 6 胎土 淡茶褐色

1 58 " 口 径 ( 1 2. 8) 底 径 8. 0 器高3. 6 胎土 橙色

1 59 ” 口 径 (4. 8) 底 径 (4. 1 )  器高0. 9 胎土 淡灰色

1 60 ” 口 径 ( 1 1 . 5)  底 径 (6. 4) 器高3. 2 胎 土 淡茶褐色

1 6 1  99 口 径 ( 1 3. 3)  底径 (9. 4) 器高3. 3 胎 土 II音 茶褐色

1 62 木製品 ）：l：) 迩不明 長20. 5 最大幅0. 9 厚0. 5

1 63 木製品箸 長21 . 0 径0. 5

1 64 ” 長24. 5 径0. 8

1 65 99 長24. 6 径0. 9 

1 66 99 長24. 5 径0. 7 

167  木製品 華履 ・ 芯 長23. 4 厚0. 35

1 68 か わ ら け 口 径 7. 9 底径 5. 0 器 高 1 . 7 胎 土 淡茶褐色 口縁 タ ー ル付着

1 69 ” 口 径 7. 6 底径 5. 6 器 高 1 . 6 胎 土 淡茶褐色

1 70 99 口 径 ( 7. 6) 底径 (6. 1 ) 器 高 1 . 5 胎 土 淡茶褐色

1 71 ” 口 径 (7. 6) 底径 (5. 2 ) 器 高 1 . 6 胎 土 淡灰色 口縁 タ ー ル 付 着

1 72 " 口 径 8. 1 底径 5. 0 器 高 1 . 9 胎 土 淡茶褐色

1 73 99 口 径 7. 8 底径 5. 4 器 高 1 . 7 胎 土 淡茶褐色

1 74 ” 口 径 8. 2 底径 6. 3 器 高 1 . 7 胎 土 淡茶褐色 口縁 タ ー ル 付 着

1 75 99 口 径 (7. 8) 底径 (5. 6) 器 高 1 . 9 胎土 淡茶褐色

1 76 ” 口 径 8. 1 底径 5. 4 器高 1 . 8 胎 土 橙褐色

1 77 99 口 径 8. 1 底径 5. 4 器 高 1 . 9 胎土 淡褐色 口縁 タ ー ル 付着

1 78 99 口 径 8. 1 底径 5. 9 器 高 1 . 5 胎 土 橙色

1 79 99 口径 (8. 1 ) 底径 (6. 2) 器 高 1 . 5 胎土 橙色

1 80 ” 口径 1 2. 3 底 径 7. 8 器高3. 3 胎土 淡褐色

181  99 口 径 1 2. 9 底径8. 4 器高3. 9 胎 土 淡茶褐色

1 82 ” 口径 1 0. 6 底径7. 3 器高3. 5 胎土 淡橙色

1 83 ” 口 径 ( 14. 3 )  底径7. 0 器 高3. 9 胎 土 暗茶褐色 二 次焼成受け て い る

1 84 99 口 径 ( l l . 4) 底径7. 1 器高3. 8 胎土 橙色

1 85 ” 口 径 ( 12. 0) 底径7. 0 器高3. 9 胎 土 淡茶褐色

1 86 青磁 碗 高台径 (3. 3)  胎土 灰 白 色 釉 不透明 ・ 青緑色 蓮弁文

1 87 青磁 鉢 胎 土 灰 白 色 釉 不透明 ・ 草緑色 無 文

1 88 白 磁 口 禿皿 口 径 (9. 0) 底径 (5 . 2 )  器 高2. 5 胎土 灰 白 色 釉 不透明 · 灰 白 色 （ や や 青み ）

1 89 99 底 径 (6. 0) 胎土 灰 白 色 釉 不透明 ・ 灰 白 色

表 8 遺物観察表 ( 6 )
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1 90 白 磁 口 禿 皿 口 径 ( 1 1 . 2 )  胎 土 灰 白 色 釉 不透明 ・ 灰 白 色 （ や や 青 み ）

1 9 1  ” 口 径 ( 1 1 . 4 )  胎土 灰 白 色 釉 不透明 · 灰 白 色

1 92 緑釉 盤 胎 土 灰色 釉 不透明 ・ 深緑色 表面銀化

1 93 瀬戸入子 口 径 oo. 3)  胎 土 灰色 口 唇 に 自 然釉

1 94 金属 製 品 残存長5. 5 幅0. 9 厚0. 5 未 製 品

1 95 用 途 不 明 木 製 品 残存長26. 0 径0. 9 

1 96 99 残存長26. 9 径0. 6 菜箸か ？

1 97 木 製 品 箸 長20. 1 径0. 6

1 98 " 長20. 6 径0. 6

1 99 99 長 2 1 . 2 径0. 6

200 ” 長2 1 . 4 径0. 5

201 99 長22. 4 径0. 6

202 " 長22. 5 径0. 6

203 木製品 用途不明 残存長7. 8 幅1 . 6 厚l . 2 孔径0. 4

木 製 品
204 

格子部材 ？
残存長9. 5 幅1. 3 厚1. 0 孔径0. 3 格子子か ？

205 木製品 用途不明 残存長 1 0. 9 幅1 . 4 原 1 . 0 二枚の板を合わせ穿孔 し 、 l|l|I 木 を 挿入。 側 面 に も 穿孔

206 木製品 用途不明 残存長10. 3 幅1 . 3 孔径0. 2 調 度 品 の 部材 か （雲型）

木製品
残存長21 . 4 基 部幅 1 . 4 庫庸 木径

207 扇骨 全10枚
0. 6 厚 （外2枚） 0. 6 （ 内8枚） 0. 3

208 木製品 刀子 ？ 柄
残存長10. 4 幅3. 3 厚 1 . 9 茎尾

幅0. 8
下部、 山型呈す る

木 製 品
209 

曲 物 器板 ？
径 ( 1 7. 2)  厚0. 9

2 1 0  木製品 用途不明 径3. 4 原0. 2 中 央穿孔

木製品 用途不明
長4. 3 残存輻3. 8 原0. 45 孔径 平而六角 状 を 呈 し 、 表而 に 亀 甲 花菱 文 を 陽刻 。 大(4)

2 1 1  
（ 大 ） o. 2 5  ( 中 ） o. 1 5 （ 小 ） 0. 1 中(4)小(6)の計14 の小孔が規則 的 に 穿 け ら れて い る

2 1 2  木製品 用途不明 残存長1 1 . 4 径1 . 6 棒状 を 呈 し 、 螺旋状 に 刻 ん で い る

2 1 3  木製品 用途不明 長26. 7 最 大幅4. 9 厚 1 . 0 完形

2 1 4  木製品 用 途不明 長36. 3 最大幅5. 4 厚1 . 5 完形

2 1 5  木製品 用 途不明 長36. 1 最大幅7. 1 原 1 . 5 完形

2 1 6  漆製品 櫛 棟幅0. 6

2 1 7  99 棟幅0. 5

2 1 8  漆 器 llll 底径6. 7 黒漆地 内底面 ・ イ本部外面 に 朱漆で鶴文 ス タ ン プ ？

2 1 9  ” 黒漆地 内底面に植物文 （桐 と 笹か ？ ） ス タ ン プ ？

表 9 遺物観察表 ( 7 )
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第四章 ま と め
本調資では2 面 にわたって 一定の iliII方位をもつ 掘 立柱建物、 溝状遺構等の遺構が 検 出 された。 ト レ ン

チ と 合わ せて 3 時期の変遷が 考えられる 。 以下逍構の 変遷 と 年 代について 述べる 。

1 期

ト レ ン チからは遺構と しては 杭が 1 つ確認 されただ けであるが、 狭い 範 囲ながら 多 量の 木片 ・ 木製品 、

かわら け等の遺物が 平 面 的に 広がって 出土 していたこ と から 生活面 が推定 される。 よってこれを 1 期 と

した。
年 代は 鎌倉に お ける かわら けの編年 案（ 河野 1986年 ） から 14 世紀中 菜前後の 時 期 と 考えられる。

2 A • 2 B 期

1 面 と した遺構確認 面 と 2 面の 泥岩地 業面 は場所にによって 高低差が20 cmしかなく 、 遺物もかな り 混
ざり接合するものもある。 また、 遺梢に 伴う 辿物が 少な いこ と から “2 期 ” と 一括して 考え2 面 の 泥岩

地 業面 を2 A 期、 1 面 と した遺構確認面を2 B 期 とする ）。 2 A 期の遺構( 2 面 溝状遺構1 . 井戸 ・ 掘

立 柱建物 ・ 柵列 ） は南北庫川線の方位が N -4 1  ° ( 33° ) - E から N -45 ° - Eの 間にある。 2 B 期の遺構
(1 面 溝状逍構・ 掘 立柱建物 ・方形土 城、 2 面溝状逍構2 ~ 4 ) は南北軸 線の方位が N -54 ° - E から

N - 61 ° - Eの 間にある（ 逍構内からの 出土 辿物が 少量、 小破片のため何 と もい えな いが、 この こ と か
ら2 面 で 示した 溝状遺構2 ~4 は2 B 期に入る と 思われる ）。 以上のこ と から2 A 期 から2 B 期に かけ

て 少なく と も10 ゜ 近く 東にずれているこ とがわ かる。 2 B 期の追梢は敷 地 東の現在の 道路 と ほ ほ直 交も

しくは 平 行している。

2 A B 期は かわら け ・ 国 産 陶器等 から14 世紀後葉から 15 世紀代という年 代幅を 与えたい 。

本調壺地 点からは遺物は 総点数9,936を 数える 。 その 内訳は かわらけ8,067点、 土 器（ かわら け以 外 ）
・土 製 品60点、 瓦質製品1 33点、 瓦14 点、 国産 陶 器858点 、 舶 載陶磁器50点 、 金属製 品 17点、 銅銭32 点、

石 製 品61 点、 木 製 品544 点、 漆器14 点、 自然遺物 （骨 ・ 種子・ 貝 殻）62 点、 近 世 陶 磁 器4 点 である。 全

体的には寺院に 多い 喫茶関係の ものがある 程度 出土している。 内訳は 瀬戸天 目 茶碗2 1 点 ・ 瀬戸小壺（ 茶
入れ ） 2 点 ・ 瓦 質風 呂 6点 ・ 茶 臼2 点である。 その ほか瀬戸花瓶 （灰釉の 尊式がほ と んど ） 15 点 ・ 瀬戸

香炉5 点 ・ 瓦器質香炉 6 点等 宗 教施設の存在を 想 起 さ せる遺物が 多い 。 出土 様相は 保寧寺 跡調査 地 点 と
さ ほど変わらな い と 思われる。

第 一章で述べた と おり本調査 地 点周 辺は建長寺の 旧境 内であり、 霊光庵 と いう塔頭が存在していた と
考えられる 。 今回の調査 では寺院を 想 起 さ せる遺構は 何ら 検出 されな かった。 保寧寺跡の調壺でも 同 様

である。 寺院は 往来が 多かったであろう 街道沿いにではなく、 谷戸 内もしくは山 裾に建てられていたの
であろう。 延宝の「建長寺境内絵 図」 を見る と 霊光庵跡 及 び 3 つの塔頭跡 （ 正 本庵 · 偲衣庵 ・ 東宗庵 ）

が山 裾の 1 段高い 平 場 に書かれているように見える。 北西は尾藤谷の 谷 頭 と 接するあたりから南東は長
寿寺北 までが 平場の 範囲である 。 山 内道から 平 場への 入口は 正 本庵跡 前（ 山 ノ 内こども 広場の入口辺り

か ？ ） に 一 カ 所の みみえる 。
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写 真 図 版
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図版1
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3. 第1 面 か わ ら け 溜 （ 東 か ら ）
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図版2

4. 第2面全景 （西か ら ）

5. 第2面 井戸 （南か ら ）
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図版3
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じ ゅ う に そ い な り こ う じ い せ き

十 二所稲荷小路遺跡 (No.32 1 )

十二所字宇佐小路740番 2 外地点
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例 口

1 . 本報 は 鎌倉 市 十 二 所字宇佐小路740番 2 外 に

所在す る 十二所稲荷小路逍跡 の 発掘調壺報告

で あ る 。

2 . 調 資 は 個 人専 用 住宅の造成 に 先立 っ て 実 施 さ

れ た 。 調 査面積 は 54面。

3 . 調 査 は 国庫 補助事業 と し て 鎌倉市教育委員 会

が1 995年 8 月 4 日 か ら 26 日 ま で行 っ た 。

4 . 本報の絹集 ・ 執箪 ・ 写真撮影 は 、 大河内勉 ・

汐見一夫 が行 っ た 。 図 版 1 · 2 - 1 は 、 リ モ

コ ン 式撮影装置 に よ り 木村美代治が撮影 し た

も の を 使用 し た 。 実 測 図 及 び挿園 ・ 図 版作 成

に は 渡辺美佐子 ・ 杉 山 知恵子の協力 を 得 た 。

5 . 調査体制 は以下 の 通 り 。

調 査 員 大河 内 勉 ・ 汐見一 夫

調査補助 員 渡辺美佐子 ・ 杉 山 知恵子

作 業 員 長 島 三男 本瀬正道 吉本脩三

照井三喜 芝崎英助 河原龍雄

箕 田 孝 善 富 岡 慎之

6 . 出 土遣物等の調資資 料 は 、 鎌倉市教育委 員 会

が保管 し て い る 。
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第一章 地理的 ・ 歴史的環境 （図 1 )

調介地点 は 鎌倉市街 の 東方、 滑川上流域 の左岸に位置する 。 図l で 周 辺 の環境を概観し た い。
滑川は図 の右上から 左下に 蛇行しながら 流れ、 ほ ぼそ れに 沿うように 六 浦道が 走っ て いた ようである 。

図 の右上から さらに 六浦道を 進む と 朝比奈切通しに 至り、 六浦に通 じて いる 。 六浦道は 仁治2 年 (124 1)
着工。 現在に 至る まで 幹線道路 として使われ て いる（ 切通し 区 間は 戦後に新道が建設 され た ） 。

図 の右上の滑川（ 太刀 洗 川 ） 沿いでは 地点 2 · 3 で 発掘調査 が 実施 され て い て 、 地点 3 の南東側には
数 力 所 のやぐら 群も確認 され て いる 。 十 二所 神 社は 光触寺 の鎮守 として境内にあっ た も のを、 天保9 年

( 1838) に現在 地に移し た と いう 。 十二所 の氏 神社 。

図 の 中央上に見える谷戸は現在番場 ケ谷 と呼ばれ、 中 泄期には月 輪寺 と いう寺院 の存在が 矧られ、 ま
た 多く のやぐらが確認 され て いる 。 地点 4 の ほか2 個所でやぐら 群 の発掘調壺が行われ て いる 。

光触寺は滑川 の左岸、 宇佐小路川 の 流れる谷戸の前部に位置する 。 時宗 。 弘 安元年( 12 78) 開創 と 伝
えられ、 往時には 多く の塔頭を 擁し て い た ようである 。 また 、 裏手にはやぐら 群が存在する 。 境内にあ
る 塩嘗地蔵 と呼ばれる 石仏は かつて、 六浦道に面 して建てられ て いて、 六 浦の塩売りが 鎌倉への 途 中に

初穂を 供え た と 言われ て いる 。

光触寺 の西方、 滑川 の右岸には 明王院 と大慈寺 跡 が並ぶように存在する 。 明 王院は 将軍藤原頼経が 嘉
禎元年 ( 1235) に大慈寺境内に創建。 寺 格は 高く、 別当職は 鶴 岡八幡宮など と 並ぶ地位にあっ た 。 真言

宗 。 本 尊は 五大 明 王。 当院 の 背後にもやぐら 群が形成 され て いる 。 大 慈寺は 将 軍 源 実朝が建暦2 年

( 12 12) に 開創 。 諸堂 宇 の 整っ た 大寺であっ た と推測 される 。 衰退し た 時 期は 不 明だが、 江戸時 代末期

には 丈 六堂 の みが残っ て い た と いう。 宗 旨未詳。

- 64 一 図 1 調査地点 と 周辺の遺跡 ( 1 /..,,



第二章 調在の概要 （図 2 )

調資の 開始にあ た り、 先行して 行われ た 試掘調査の結果を元に重機 により 表土 を 掘削し た 。 調壺区内

北寄りの 海抜25 .5m 付近で岩盤を 検出 し、 概ねこの 高 さを調壺開始面 と して以下手掘り で調壺を 進め た 。
表士掘削の 際に、 調査 範囲内の 南東隅 一帯は 近現代の 掘返しや 木の 根等 で撹乱 されているこ と が 判 断 さ

れ た 。 施 工業者の 協力を得て、 調査に 先行して 深掘りをし出 土 品を採 集し た 後に、 残 士置場 と して調査
区外 と 見なし た 。 表土掘削の結果、 調査 面 は現地 表面よりかなり 低い 事等か ら方眼 グ リ ッ ドを設定 する

こ と は 困 難であり、 調壺区内に 任意の 軸 線を設定 し 光波測定 器にて 平面 図等の 記 録を採る 事 と し た 。
設定 し た 軸 線 と 4 級基 準点 との 関係を図2 に 示し た 。 付近車道上点 Bは、 現地に 於いては4 級基 準点

との 表記が されてい た が地図 上 に 記 載 されてい

ない 為、 三 級基 準点 と点 Aを結ぶ ラ イ ンを基 に

角 度 と 距離を 示し た 。 調査の 際には点 C を 光波
測定 器の設置位置と し、 平面 測点 及 び海抜高を
記 録し た 。 設定 し た 軸 線は 磁北より、 1 7° 25 '  

30 " 東に 振れている 。

調査 開始後掘進める 内 に、 調査 区北側で検出

し た 岩盤は 試掘堀付 近で人為 的に急激に落 込み
段差を 生 じてい た 。 段の 下で岩盤は、 調査区の
直ぐ西 側の 滑川、 及 び滑川に向って 流れ落 ちる
自 然地形に従って南且つ西 への 強 い傾斜もつ 。

堆積土層を 観察しつつ 掘進めた が、 人 為 的な
整 地層は認め ら れず 岩盤の 傾斜に 伴う 斜面 堆積
が 観察 され た 。 各堆積土 中に内 包される遺物は

少なく、 段の 下部分の 上層は 鉄 分を 含 む 耕作土
様の 堆積土 で、 近世遺物が大勢を 占めてい た 。
下層に 於いても、 かわら け等は出土 するものの
同層位か ら 近世染付けが出土 する等、 調壺地点

は 近世に 於いてかなり 手が 加え ら れているこ と
が 窺え た 。 段の上岩盤上でも、 表土 掘削後に 僅
かに残し た 堆積土 か ら は遺物は 殆ど出土 せず、
結果出土遺物か ら 中 世に帰属する と 判 断 される
遺構は 少ない 。 堆積土層を 観察しつつ 酷暑の 中

A.:!B 24.791 m 
B.:!C 37.326m 

三級基準点541
岩盤を 追いか けて人力 で掘り 進め、 最終 的には 56.61 4m 

残 士置場を 除い た調査 区全 体で岩盤を 検出 し、 ロ
人為 的に切崩し た 段差や 、 井戸 ・ 石切 状遺構・ 1 05゜ 1 ' 49"
溝5 状 ・ 水溜め 状遺構等を 検出 し た 。 A --戸□

鎌倉市4級基準点

敷地境界線

鎌倉市4級基準点 ( ? )
図 2 4 級基準点位置関係図

- 65 -



第三章 検出遺構 （図 3 )

調査時に 於いて、 調査区の形 状 に 合わ せて南北方向に セ ク シ ョ ン ベ ル ト を 設定 し、 東西 はその ベ ル ト

を境に、 南北は調査区内基本 軸 線 C上の C から 5 mを境に、 出土遺物を層位 的に 採り上げ た 。 又、 便宜
上人 為 的に切崩 さ れた 岩盤の北側を段上、 南側を段下 と し 第 四 章を 含め本 報 ではこの 呼 称を 用いる 。

以下、 調査区北東より 順次各遺稿に ついて 説明を 加える 。

井戸は 岩盤の 段差を切って 掘 ら れている 。 確認 し た 範囲内 では 平面 形や や 歪んだ方形で、 少なく と も

段上より 掘 り 込 まれ、 一段幅狭な テ ラ スが 設け ら れた 後に 主体部が 掘 り 込 まれる 。 テ ラ ス部分の 規模は南

北l _15 m X 東西1 .10 m程で、 井戸枠等は確認 さ れな かっ た 。 段上から 深 さ 約2 mの 海抜23 .4 m まで掘 り

下 げ た が、 井戸底は確認 できな かっ た 。

石切状遺構は、 段上の 岩盤から 恐 ら く方形板 状の石材を 採取 し た 様に 観察 さ れた 遣構である 。 東側は

ほ ほ垂直に 切 出 し、 北側は 緩斜面 状の部分に 不規則な 堅 状のエ具痕が 観察 さ れる 。 西 側及 び南側部分の
切 出 し 痕は 、 後世の 削平及び井戸に 因り 不 明 。

段上は人為 的に 開削 さ れた 岩盤面 であり、 排水の 役 目 を 果す と 考え ら れる 溝が検 出 さ れている 。

溝 1 は 東西方向に 走行 し、 溝幅は調壺区外の 為 不 明、 東西 約1 .8m確認 さ れた 。 底面 は西方に向って
傾斜 し、 段上を 排水 し溝2 に 流す 様に見 受け ら れる 。

溝 2 は南北方向に 走行 し、 南端段差の 際で東に ね じ れる 。 溝幅は上場 で44 cm程、 南北方向では1 .4 m
程確認 さ れた 。 底面 は 東側がより 深く 掘 ら れ南に向って 傾斜 し、 段下溝4 に 流 れ落 ちる 。

溝 3 は南北方向に 走行 し、 東 寄りに 湾 曲する 。 溝幅は上場 で 約45 cm程、 南北方向では 約1 . l m 程確認

さ れた 。 底面 は南に 向って 傾斜 し、 段下溝4 に流れ落 ちる 。
溝 4 は段下際を 東西方向に 走行 し、 西 側の 滑川に向って 急激に 傾斜する 。 溝4 の 起 点 東側は 段下の 岩

盤 レ ベ ルが調杏区内 では最も 高く、 付近の 排水の 役 目 を 果 してい た と 考え ら れる 。 土層断面の 観察から 、

掘 り 込み層位或は 溝5 との 新旧関係は 判 然 と しな かっ た 。
溝 5 はや や 北に 振れた 東西方向に 走行 し西 に向って 走行する 。 東側の 溝の 起 点 ははっ きり と した 段差

が 生 じているが、 西 に向うに従い 幅や その 範囲 共に 曖昧 と なる 。 起 点の 付 近は 自 然地 形の 岩盤が南に向
って 下り 始め、 或は人 為 的な遺構ではない かも し れない 。

水溜 め状遺構 と し た もの は、 溝2 · 3 · 4 が段下で丁度合流するこ と から このような 名 称を 付 し た もの

で、 言換え れば、 偶 然その ような 箇所に 円形の小土堀が3 基、 異なる レ ベ ル 底面 で重複 しているに 過 ぎ

ない 。 調査地点の 立 地 から 観る と 、 東背後に丘陵を 抱え 眼前に 河 川 控え、 六浦道に 接 しよう と いう環境

であり、 北東側平場には 何か在るの ではない か との 多 少の 可能性を 含 み置い た 。
段下の 溝5 より南は、 いく つかの 段差が確認 さ れた が 何れも人為 的な所 作 と は感 じ ら れない 。 図 3 に

は調壺時に 観 察 さ れた 侭を 表現した が、 段差や 稜線の 走行方向共に、 そ れ程明確ではない（ 断面 図 A 参
照 ） 。 こ れらの 段差は 近世に 於いては 既に存在 してい た と さ れる 、 滑川へ流れ落 ちる 自 然流路の 肩部で

あろう 。 東側の 丘陵の 水を 集めて 流れてい た 為 であろうか、 幾度かその位置が変っているようだが 出 士
遺物から は 限定 できるもの ではない 。

各遺構は 全 て 岩盤上で確認 している 為、 新旧関係は 根拠に 乏 しい と 言わ ざるを得ないが、 段上開 削面

と 溝が 相対的には古く、 後に 石切 状遺構が 掘 ら れ、 井戸は遺構群の 中 では 新 しい と 考えている 。 自 然流

路 と 思わ れる調資区南半の 諸段差は 井戸 と 同時 期若 しくはそ れ以後であろう 。
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第四章 出 土遺物 （図 4 )

逍 物 は 各層位か ら 出 土 し 、 テ ン バ コ で約 2 箱得 ら れ た 。 年代的 に は近世以降の 遺物が多 く 、 中 世 に 属

す る も の は 少 な い 。 各 出 士位置 · 層 位 は 図 3 の 断面 図 A の土層番号 と 一致 す る 。

1 ~ 6 は か わ ら け （輛鑢成形） 。 1 ~ 4 が大型、 5 · 6 が小 型 。 1 は 体部が開 き 気味 に 内 臀 し て 立 ち

上が る 。 外面 に 鉄錆が付着 し て い る 。 2 は や や小振 り で 、 体部は直線的 に 立 ち 上が り 、 口縁部 は わ ず か

に 外反す る 。 3 は 体部が丸み を 帯 び、 口縁部は外反気味。 5 · 6 は と も に 小 片 を 図示 し た も の で あ る 。

器形や 復元径 は全 く 異 な る が、 胎 土 な どか ら 見 る と 、 同 一個体の可能性 も あ ろ う 。 こ の 他 に 図 示 し な か

っ た が、 灯明JJll も 見 ら れた 。 か わ ら け は すべ て 中 世 に 婦属 す る と 思 わ れ （ 図 示 し な か っ た 分 も 含 め ） 、

後半期 の も の が比較的多 く 含 ま れ て い る よ う で あ る 。 出 土位置 は 1 · 4 が段 下 3 層 、 2 · 5 · 6 が段下

2 層 、 3 が段上岩盤開削 面上。

7 · 8 は常滑の 捏鉢。 両 者 と も 口端部が外側 に 少 し 張 り 出 す。 7 は 片 口 部分が見 ら れ る 。 7 は段下 3

層 、 8 は溝 3 出 土。 常滑 は 他 に 甕の破片 も 出 士 し て い る が、 すべ て 中 世 と 思 わ れ る 。

9 は 北部系 の 山 茶碗。 高 台 に は細 か な 圧痕が認め ら れ る 。 中 世 前 期 。 溝 3 出 土。

1 0 は 土器質の手焙 り 。 口 端 部 は 内 側 に 張 り 出 す。 中 世前期。 段下 2 層 出 土。

1 1  · 1 2は瓦。 1 1 は平瓦、 1 2 は 丸瓦。 両者 と も 凸 面 は縄 目 の 叩 き が行 わ れ る が、 1 2 は 磨 り 消 し て い る 。

1 1 に は 凹 面 に 引 っ 掻 い た よ う な痕が多 数見 ら れ る 。 1 2 の 凹 面 は 布 目 痕。 1 1 は全体的 に軽 く 摩耗 し て い る 。

1 1 は 井 戸 内 、 1 2 は段 下 3 層 出 土。 と も に 中 世前期 と 思 わ れ る 。 瓦 で は 図 示 し た も の以外に、 凸 面 に斜格

子 の 平瓦が見 ら れ た ほ か、 近 ・ 現代 の桟瓦が多 量 に 出 土 し て い る 。

1 3 ~ 1 5 は 国 産 陶 器。 1 3 は京焼風の碗。 釉 は 淡黄色 を 呈 し 、 高 台付近 を 除 い て 施 さ れ る 。 高 台 は 削 り 出

し て い る 。 14 · 1 5 は灯明 JIil で、 14は祉lJJ1l 、 1 5 は 受JJll と 思 わ れ る 。 と も に 鉄釉が施 さ れ る 。 1 3 · 1 5 は段 下

2 層 、 1 4 は段下 3 層 出 土。

16~25 は 国 産磁器 （染付 ） 。 16 · 1 7 は 小JJil 。 1 6 は 体部 内 面 に 花唐草文、 内 底 面 中 央付 近 に 印 版 に よ る

五弁花文が施 さ れ る 。 内底面の外周 部 は 蛇 の 目 状に釉剥 ぎ さ れ る 。 1 7 は 口縁部 は輪花状 を 呈 し 、 鉄銹が

施 さ れ て い る 。 内底面 に は 山 水文が見 ら れ る 。 1 8~25 は碗。 18は体部外面 に 二重の網 目 が描か れ る 。 19

~22 は 口縁が わ ず か に 外反す る 。 体部外面 に は 花舟文 ・ 草花文 ・ 扇形文な どが描かれ、 内底面 に も 認め

ら れ る 。 23 · 24 は や や小振 り で 、 口縁部 は わ ずか に外反す る 。 体部外面 に は 草花文が見 ら れ る 。 23 は ロ

縁 部 に 鉄銹が施 さ れて い る 。 25は広東碗。 体部外面 に わ ず か に 文様が観察 さ れ る 。 1 6 · 1 8  · 1 9  · 2 1  ~23 

· 25 は段下 3 層 、 1 7 は段下 2 層 、 24 は段下 2 層 出 土。 国産の 陶磁器 は 図 示 し な か っ た も の も 多 い が、 全

体的 に 年代 は 近世後半以 降 に 属 す る も の が 目 立つ。

26 は北宋銭の 「熙寧元宝」 ( 1 068年初鋳） 。

27~29 は砥石。 27 は も と も と 厚 さ 3 cm前 後 の 方柱状 を 呈 し て い た よ う で あ る が、 変 則 的 な 使 い 方 を し

て い る 。 上面 と 両側面が砥面 と な っ て い る ほ か、 斜 め 方 向 に も 研 い で砥面が形成 さ れ る 。 上面 の 一部 と

下 面 は未使用 で、 擦 り 切 り 痕 も 見 ら れ る 。 28 は 上 ・ 下 面 と 両側 面が使 わ れ て い る 。 29 は 上 ・ 下面 と 側 面

の 一 部が使 わ れ て い る 。 上 ・ 下 面 は と も に 中 央付近 に稜が生 じ て い て 、 砥面が 2 分割 さ れて い る 。 両側

面 ・ 両端面 に は擦 り 切 り 痕が顕著 に残 っ て い る 。 3 点 と も 段下 2 層 か ら 出 土。 年代 は 不 明 。

以上の 他 に 、 自 然遺物 で は骨 な ど も 若 干 出 土 し て い る 。
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第五章 ま と め

調査地 点 は 滑 川 の す ぐ東岸 に あ た り 、 近辺 は現在宅地や畑地 と な っ て い る 。 周 辺 に は 大小 の 谷戸 が形

成 さ れて い る が、 本地点 は北側 の 鑢 ケ 谷の 谷戸 と 南側 の 光触寺 の 谷戸 に 挟 ま れ た 、 小 さ な 谷戸 内 に 位置

す る （ 図 l 参照） 。 こ の 谷戸 は 全体で奥行 き 1 10m 、 幅 100m （最大） ほ どで 、 上 下 に 2 面 の 平場 が 存 在

す る が、 造成 さ れ た 時 期 は 分か ら な い。 上部の平場 は 東側 の 丘 陵寄 り に あ っ て 、 広 さ は 一辺が30~40 m

程度、 下部の平場は西側 の 滑 川 寄 り に あ っ て 、 広 さ は40 X 1 1 0 m 程 度 だ が 内 部 に は段差がい く つ か 見 ら

れ さ ら に 分割 さ れ る 。 調査地点 は こ の 下 部 の平場 の最前部で、 滑 川 の護岸際であ る 。 平場の 内部で も レ

ベ ル が最 も 低 く 、 調 査 区 の 南端 に は かつ て は小 川 が流れて い て 滑 川 に 注 い で い た よ う で あ る （現在 は コ

ン ク リ ー ト 管が埋設 さ れて い る ） 。 調 査地点 は滑川 の 川 底 よ り か な り 高 く （現地表 よ り ） 、 調査区の西側

に は す ぐ滑川 の コ ン ク リ ー ト 護岸が造 ら れ て い て 、 ほ ぼ垂直 に 近 く 落 ち て い る 。 調査で検出 さ れ た 岩盤

よ り も 川 底 は低 い 位置 に あ る こ と か ら 、 護岸部分で岩盤 も 急激 に 落 ち 込ん で い る と 思 わ れ、 以前 の 川 岸

は 上流部 と 同 じ よ う に 、 岩盤が露呈 し た状態 であ っ た の で あ ろ う 。 六浦道 は 本地点付近 で は 、 滑 川 の 西

側 を 平 行 に 走 る 現在 の 県道金沢鎌倉線 と 同 じ位置 に 通 っ て い た と 考 え ら れ る が、 調査地点 は 六浦道か ら

折 れ て 滑 川 に 架 か る 橋 を 渡 り 、 少 し北 に 進 ん だ所 に 位置す る 。 ま た 、 橋か ら は南側 に 伸 び る 小道があ っ

て 、 光触寺前 を 経 由 し て お り 、 古 く か ら 存在 し て い た 道 の 可 能性 も あ ろ う 。

本調査地点で検出 さ れ た 各逍構の年代 は 、 調査時出 土遺物 と 重複 の 新 旧 で観 る と 、 段差 と 溝群が調査

区 内 で は 古 い 時期 と 考 え ら れ る 。 溝 2 · 3 の 覆 土 は 上 層 近世耕作土 と は 異 な り 、 出 土遺物 に も 近世 以 降

の も の は混在 し な い 。 岩盤上 に 平場 を 開 削 し 、 排水用 に 溝 を 掘 っ た と す れ ば多 少 の前後 は あ れ、 一連 の

も の と 考 え ら れ る 。 こ れ ら は 中 世 に 属 す る 可能性 は あ る が、 あ る 遺構群の端部 と 考 え ら れ そ の性格や明

確 な 時期 は不 明 と い わ ざ る を 得 な い 。 そ の 後 、 どれ く ら い の 時 期 差 か は 分 ら な い が石切が行 わ れ 、 更 に

そ の 後 井戸が掘 ら れ た 頃 に は 近 世 に な っ て い る と 想 わ れ る 。

遺物 は堆積 土 中 か ら 土器 ・ 陶磁器 を 中 心 に 出 土 し た が、 総量 は 多 く は な い 。 時期 は 中 世前 期 か ら 現代

ま で及 ん で い る 。 中 世前期 の都市鎌倉期 の遺物 と し て は 、 か わ ら け ・ 常滑 ・ 瓦 な どが見 ら れ た が量 は ご

く 少 な く 、 こ の 地 で の生活の痕跡 は 明 確 で は な い 。 さ ら に 中 世後期か ら 近世前半頃 に か け て も 遺物 は 目

立 っ た も の は な く 、 同 様 の 傾 向 が伺 え る 。 こ の 地 で遺跡 と し て捉 え ら れ る の は 近世の 後半期以降で、 遺

物 も 染付等 の 国 産 陶磁器類 が廃棄 さ れ た 形で比較的 ま と ま っ て 得 ら れ た 。 陶磁器 は 雑器類 が中心で、 こ

の 時 期 に は 農村 の よ う な 景観 も 想 定 さ れ る 。
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写 真 図 版
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1 .  鑢 ヶ 谷方向 を望む
（南 か ら ： 魚眼 レ ン ズ使用 ）

2. 同 上
（南 か ら ： 魚眼 レ ン ズ使用 ）

3. 西側上部平場
（ 南 か ら ）

図版1 調査地点近景
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図版2 調査区全景

1 .  完掘状況 （ 南 か ら ）

2. 同上 （ 東 か ら ）

3. 同上 （ 西 か ら ）
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図版3 検出遺構 (1 )

＼ ‘-
、.

1 .  井戸 （ 東 か ら ）

2. 石切 り 状遺構 （ 西 か ら ）

3. 石切 り 状遺構 （上方 か ら ）
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図版4 検出遺構 (2)

1 . 溝2 · 3、 水 留 め状遺構 （北上方 か ら ）

2. 小河川流路 （西 か ら ）
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図版5 出土遺物 (1 )
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図版6 出土遺物 (2)
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例 口

1 . 本 報は、 鎌倉市由比 ガ 浜一丁目 1 18番 7 に所 在する 住宅建築に 伴う 発掘 調査の 報告 である 。
2 . 発掘 調査 は 国庫補助事業 として鎌倉市教育委員会が 平成 7 年12 月18日から 平成 7 年 12 月29日に かけ

て実施した 。

3 . 本 報の 執箪は 遠藤雅ーが 行い、 これを 田 代郁夫 ・ 継 実が 絹集した 。 ま た 、 資 料整理及 び図版作成

には大坪聖子 ・ 佐藤慈子 ・ 深尾義子 ・ 小西さつき ・ 鈴木真由美 · 辻由美子 ・ 笠原さや から があ た っ
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ご協力を 賜っ た 。 記して深く感謝致し ます 。
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氏よりご 教示、 ご 協力を 賜っ た 。 記して 深く感謝致し ます。
8 . 発掘 調査 及 び本 書作成に 際 し、 下 記の方々よりご 協力、 ご 教示を 賜っ た。 記して深く感謝致し ま す 。

（ 敬称略 ・ 順不 同 ）

中 田 英 （神奈 川 県教育委員 会 ） 松 尾宣方 ・ 玉 林美男 ・ 永井正 憲 • 福田誠 ・ 菊 川 秀政（ 鎌倉市教育
委員会 ） 馬淵利夫 ・ 大 三輪龍彦 ・ 手塚直樹 ・ 河野真知郎 ・ 斎 木秀雄 ・ 宗豪秀明 ・ 大河内 勉 • 宮田
真 ・ 木村美代治 ・ 原 廣志 ・ 宗驀富貴子 ・ 瀬田哲雄 ・ 清水菜穂 ・ 菊 川 泉 ・ 汐見 一夫（ 鎌倉考古 学研

究所 ） 佐藤仁彦（ 逗子市教育委員会 ） （有）湘和 総合 開発
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第 1図 遺跡位置図 （調査地点近辺の主 な 発掘調査地点 ）
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第一章 遺跡 の歴史 ・ 地理的環境

由 比 ガ 浜 一丁 目 1 18番 7 地 点 は 「若宮大路周辺遺 跡群」 （神 奈 川 県 遺 跡 台 帳No.242 ) 南 西 隅 に あ り 第 l

図 で 見 る 様 に 市 立 中 央図書館 の 南側 の 道路が今小路 と 交 叉 し 御 成 通 り へ と 抜 け る ほ ぽ中 間 、 道路の南側

に 面 し て い る 。 現地表の 海抜数値 は約6 · 7 m で周辺 は 商店街 と 接 し た 住宅地 に な っ て い る 。

本調査地点 の 南 側 に は 海抜10m前後 を 測 る 自 然砂丘が西 は甘縄神明社南か ら 、 東 は 一 ノ 鳥居周辺 ま で

続い て い る 事が掴 め て い る 。 こ れ は現在 の 海岸 線 に 平行 し 、 弥生時代後期 に は 形成 さ れ て い た と 思 わ れ

る 。 砂丘の 内 側 で あ る 北側 部分で は 長 く 湿地帯が広 が っ て い た が、 古代末～鎌倉時代初頭 に は 、 飛砂の

堆積 に よ っ て 湿 地 は埋 ま り 乾燥 し た砂地 と な る よ う で あ る 。

本調査地点 は こ の 飛砂 に よ っ て 形成 さ れ た 砂丘後背部の砂地 の 上 に あ り 、 市街地 で も 低位 な 場所 に 立

地 し て い る 。 又 、 調壺地点北側 で は 道 路 に 接 し て 一段低 く な っ て い る 所があ っ て 旧 佐助 川 の 南岸 と 考 え

ら れ て い る 。

近 年 、 砂Ji地域での発掘調査の 増加 に 伴 い 、 こ の 地域の性格、 都市 に お け る 位置 付 け 等 、 次 第 に 明 ら

か に な り つ つ あ る が、 前述 し た 道路 の う ち 今小路 と 交 叉す る 所か ら 東側 、 御 成 通 り へ と 抜 け る 地域 に つ

い て は 、 発掘調査例 は 希 少 で あ り 、 1 987年 に 調 査 の 実 施 さ れ た 由 比 ヶ 浜 一 丁 目 1 18番地 点 、 1994年 に 実

施 さ れ た 由 比 ヶ 浜 一丁 目 1 23番 5 外地点、 そ し て 本調壺地点の 3 ヶ 所 の み で あ る 。

本調査地 点 の 北 側 の 道路 に つ い て は 馬 淵 和 夫氏 が 由 比 ヶ 浜 一 丁 目 1 23番 5 外地 点 の 報告書 中 で、 こ れ

を 大町大路 と し 文 中 、 「大町大路 は 西 の 佐 助 山 山 裾 に あ る 現在 の 御 成 中 学 校 門 前 か ら 、 東 の 名 越 山 山 裾

に い た る 。 東半分は東端近 く を 除い て ほ ほ奈 良 時代 の 東 海道 （現在 の 国 道 1 34号線 1B道） を 踏襲 す る が、

西半分は鎌倉時代 に 新 た に 敷設 さ れ た も の だ ろ う 。 」 と 記 し て い る 。 又、 道路 の性格、 今小路 と 交 叉 す

る 地点 （地域） に つ い て は 『鎌倉市内 を 南北 に 通 じ る 幹線道路 は 3 本 あ る 。 若宮大路 を 中 心 と し て 、 東

側 に 小 町 大路、 西 に 今小路 （ 大路 ？ ） で あ る 。 こ れ に 直 交す る の が、 鶴 岡 八幡宮社頭 を 通 る 横 大路 と 、

下 馬 四 つ 角 で若宮大路 と 交差 す る 大町大路で あ る 。 ご く 簡 単 に 言 っ て 、 中 世 期 の 鎌倉 で は 、 若宮大路以

外の こ れ ら 4 本の道路 に 囲 ま れ た 長方形区画の 内 側 が都市の 中核部であ っ た と 考 え ら れ る 。 そ し て こ の

区 画 の 東北 と 西南 の 角 に は 、 大三輪龍彦が指摘す る よ う に （大三輪1989) 、 お そ ら く 結 界 の 標 識 と し て

の塔が立 っ て い た 。 西 南 の 角 付 近 に 今 も 残 る 「塔 ノ 辻」 の地名 は そ の こ と を 語 る 。 』 と 記 し て い る 。

由 比 ヶ 浜一丁 目 1 18地点 （調査面積100111) で は 方形竪穴建梨址 4 基、 井戸址 l 基、 土城1 2基、 溝状遺

構 l 条 、 かわ ら け溜 り 等 の 遺構が検出 し て い る 。 こ の う ち 井戸址 に つ い て は 「大町大路 と も 竪穴建物 と

も 異 な る 軸線の 方形井戸址枠 を 持つ 。 」 と 記 し て い る 。 ま と め の 項 で は 「13世紀前半代 ま で に 属 す る 遺

物 は 1 点 も な く 、 明 ら か に そ れ以 後 に 街区形成年代の 主体があ る 。 ま た 、 今の大町大路 ま で 、 調査区か

ら は ほ ん の 5 m ほ ど し か な く 、 そ の よ う な 場所です で に 竪穴建物 が密 集 す る 状況が確認で き た 。 大IllJ大

路の北側 に は御成小学校校庭 の 砂丘地帯 を 除 き 竪穴建物 な どは検出 さ れ な い 。 つ ま り 本資料は大町大路

を 境 に し て街区 の 様子が画然 と 異 な る こ と を 示す 例 で あ る 。 」 と 記 し て い る 。 （註 I )

由 比 ヶ 浜 一 丁 目 123番 5 外地点 （調査面積40m9 ) で は 方形竪穴建築址 4 基、 土城 7 基、 そ の 他 落 込 み

6 基 （土城の う ち の l 甚 に つ い て は 、 井 戸 の 底 部 で あ る 可能性があ る 。 ） の 遺構が検出 さ れ て い る 。 各

逍構 の 年 代 は 1 3世紀後半 に 属 し て い る と し て い る 。 ま と め の 項 で は 検 出 し た 遺 構 の 位 置 を 、 「 … 大体横

並 び に な っ て お り 、 そ こ よ り 北 に 突 出 す る も の は な い 。 お そ ら く 大llI［大路 に よ る 規制が、 働 い て い る が、

大路 ま で の距離 は 不 明 であ る 。 」 と 記 し て い る 。 （計 2 )
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砂丘地域は歴史的 には古 墳時 代後期、 下向原古 墳群 と 呼ばれる 円墳群が 造られ、 和田塚周 辺 にあっ た
と される 采女塚からは 女性人 物埴輪が 出土している 。

鎌倉時代後半 には方形竪穴建築址 と と も に 多くの土城墓が 造られ、 葬地 としての 性 格を 持つよ う であ

る 。

この 間、 奈良時 代 には 鎌倉市立 御成小学校校庭内 から8 世紀前半から 中 頃、 8 世紀中 葉から9 世紀後
半 まで存続する2 時 期 にわ た る 官術址 と 見られる大 型建物群が 検出 され、 天平 5 年の 紀年をもつ 木簡の

発見 と 併せて、 柑模国鎌倉郡の 政事の 中心地 になってい た 可能性を 高くしている 。 又、 近接する 千業地
東遺跡等 からは 比較 的低地である所から 竪穴住居址が 検出 され北側千葉ヶ 谷内は古 代瓦の 散布 地で寺院

の存在が 考えられている 。
前述した 様 に 鎌倉時 代後半 に入る と 砂丘地域の 特徴 として 特 に滑川西岸では土堀墓 と方形竪穴建築址

の 併存する 地域 と なる 。 方形竪穴建築址 については、 主 に 地理的環境、 建物構造から倉庫説が有力であ

る 。 又、 出土 する遺物のな かには 鋳物 師関係の遺物の他 、 栗形等の 骨製品をは じめ、 牛馬等の 解体を 生
業 と する 屠者の存在を 示す 多暴の 獣骨が 出土している 。 これら遺物 と土城墓群 と を 合わ せて 考えて見る
と 、 鎌倉時代後半の 砂丘地域は 械れの 忌 まれない、 主 に殺生を 生業 と する 職能民が 活動する “場” と な

ってい た のではないだろ う か と 考えられる 。

砂丘地域の 区画 と なる遺構として 近年、 道路状遺構と 溝状土堀遺構の 発見がある 。 浜地の 街区形成の
区画線である と されている上記の遺構の 検出の 増加 によって、 よりはっきりした 形で鎌倉時 代の 海岸砂

丘地帯の 姿が 浮かんで来る と 思われるが、 これは 今後の 課題であろ う 。
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第二章 調在の 経過 と 基本層序

I ・ 調査の経過

平成 7 年12 月18日 重機掘 削、 遺構検 出 作業開始

1 2月28日 全景写真撮影
12 月29日 調査終了

平成8 年 1 月 6 日 器材撤収
既調壺地点の成 果から、 本 調壺地点 周 辺 では 近 ・ 現代の 造成土 等の 客土 を 除けば、 土層の 堆積は 海成

砂も しくは 間潮帯の 砂分を 中心 と する土層 と 飛砂層である 事が掴めている 。

調査は地 表下70 cm程堆積する 近 ・ 現代の 盛り 士を 重機 により 除去 した後、 検 出 した 30 cm程の 堆積を 持
つ 中世の遺物 を 但 含 する 明褐 色 ～ 暗褐 色 砂質士面上から人力で 当時の 生活面を 検 出 する 作業を 行なった
が、 層の遺存が 近 ・ 現代の 削 平、 攪乱を 受けて、 良好でなく 薄層であった為、 層の 細 分はで きず 顕著な
地業版 築面は 検 出 で きなかった 。 為 に、 中 冊基盤層である 白 黄色風成砂面上で 一括 した形 で、 遺構の 検

出を 行なった 。
逍構は方形 竪穴建築址1 基、 性格不明の大型士堀 状遺構l 基、 井戸址l 基、 柱穴様の小土 城を 含 む土

堀16基を 検 出 している 。 前述 した 様な遺構の 検 出の 仕方なので、 各 の々遺構に伴うであろう 生活面は 不

明 と 言う しかないが、 遺構の切り 合い、 遺構覆士の 違いから、 後述する 近世 まで 降る と 思われる 井戸址
も 含めて、 生活痕は 3 時 期 程 度 に 分けられそうである 。

中 世基盤層である 白 黄色風成砂面は 海抜数値約 6m 程で検 出 した 。 北側 に向かって 緩や か に傾斜 して
いる 。

中 世以前、 古 代 については本 調壺地点 南側 周 辺 …砂丘後背湿地部 に 位置する 既調壺地点 …からは、 奈

良 • 平安時代を 中心 と する遺物 を 包含 する 暗茶褐色も しくは、 黒褐色の 腐植粘質砂質土層が 中 世基盤層

下から 検 出 されているが、 本 調壺地点 では、 検 出 した方形 竪穴建築址東側掘方壁面などでの 観察では 前

述 した 腐植粘質砂質土の 堆積は見られず、 砂層 は細粗の 互層水平堆積であり、 層の 乱れ、 遺物の 混入等

見られなかった為、 古 代の 逍構は 無 いもの と 判 断 し、 中 世基盤層よりの 掘 下げは 行なわなかった 。
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]I ・ 基本層序 （ 第 2 図）

第1 )1祖

第2 層

第3 層

第4 層

暗灰色 ～ 暗褐色砂質土 層 …近 ・ 現代の
盛土 （客土 層 ）で 海抜 数値 約6· 7mで
検 出。 南側で 約40cm、 北側に向かっ て
や や 厚 く 約50~70cmの 厚さをもっ て堆
積する。
茶褐色砂質土層…近世の 耕作土 である。

第 1 層による 攪乱の 為、 調査区東壁付

近での み確認された。 悔抜数値約6 ·8

mで 検 出。 20~30cmの 厚さをもっ て堆

積する。
明褐色～ 11音褐色砂質土層 … 中 世遺物包
含 層である。 悔抜数値約6·3 mで 検 出。

本 来、 中 世辿構の 掘 り 込み面 と思われ

るが 上層による 攪乱で確認 は 不可能で

あった。

白 黄色風 成砂層 … 中 世基盤層、 海抜数
値約 6 mで 検 出 。 遺構検 出面 である。

北側、 佐助川に向かっ て緩や かな 傾斜
を 持つ。

盛
栽
熙

Eo·
L
 

図2
 

E
0 .
9

第 堆積土層 図
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点 名 国土座標値
(
ARBA9) 緯 度 経 度

S P A  X -761 81 .731 Y -25632.1 78 

S P A '  X -761 79.61 9 Y -25637.056 

C . P .  X -761 81 .675 Y -25634.61 7 +35
゜

1 8' 46"528 +1 39
゜

33' 04
ll
985

※C.P． セ ン タ ー ポ イ ン ト と はSPA、 SPA' を 結ぶ直線上の 中 点 を 任意呼称 し た も の で あ る

第 3 図 調査区全体図
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第三章 検出 し た 遺構 と 出士 し た 遺物
「調査の経過」 で述べた 様 に遺構は 中 世甚 盤 層である 白 黄色風成砂面 上で 一括した形で 検 出している 。

発見した遺構は 方形竪穴建築址l 基、 性 格不 明の 大 型土 堀 状遺構1基、 井戸址l 基、 柱穴様の小土 堀を
含 む士城16基であ り 、 以下 に 詳述する 。 尚、 出土 逍物のうち、 かわら けの み、 1 /4 個体以上のもの を 無 作
為 に 抽 出して 掲載した 。 又、 出土 逍物の 法 量 、 胎士 については 出士遺物観察表を 参照 されたい 。

I ・ 方形竪穴建築址 （ 第5 図 図版2 )

調査区中央西璧際で 東壁部 分を 検 出した 。 遺構の大 部 分が調壺区外 へ延 びるため 明確ではないが、 平
面 形は南北方向に長 軸を 持つ 隅 丸方形 と 思われる 。 軸方位は N -35 ° - Eで調査区北側の 道路 と は ほ ぼ
直 交する 。 規模は南北方向284 cm。 東西方向は 130 cm以上である 。 底面の 深 さは確認 面 から南側で 1 18cm、

北側で83 cm。 ほ ほ平坦な 底面 からは 茶褐色腐植砂質土 を 覆土 と する 柱穴 と も思われる小 ピ ッ トを 東壁 直

下から 6 穴、 北陸直 下から2 穴検 出している 。 いずれも プ ラ ンは 円形で、 規模は 直径約20 cm、 深 さ 約 1 6

cmである 。 柱間距離は 芯 々で南側から4 穴は 約50 cmの 間隔で、 これ に対し北東隅 に 集 まる4 穴は 柱間約

30 cm と 間隔を 狭くしている 。

覆土 は上層は 明 褐色砂質土 層から 暗褐色砂質土 層、 中 層は 褐色砂質土 層、 下層は 黄灰色砂質土 層から
灰褐色砂質土 層、 下層から 底面 直上迄は 灰褐色砂質土 層から 灰色砂質土 層で、 1 7層 に分層した 。 中 層以
下は、 いわ ゆる 緩や かな レ ン ズ 状の堆積を 見せるが、 上層は 廃棄 された 石 材等が 混入し、 堆積も 水平で、

遺構が最後 には人為 的 に埋められた 様子を 呈している 。

建築址の 構造は 汐見氏の方形竪穴建築址型式分類 c 類 に 含 まれる 柱穴建ての方形竪穴建槃址 （註 l ) と

思われる 。

出土遺物 （ 第 6 図 ー 1 ~30 ・ 図版 7 )
30点 が図示で きた 。

1 ~ 9 は ロ ク ロ成形の かわら け 。 極小品 ( 1 ) 、 小型 品 (2 ~ 6 ）、 大型 品 ( 7 ~ 9 ) がある 。

1 は極小品で体部は 直立している 。 中層 出土 。 2 は 体部の立 ち上がる 角 度が 急で、 口縁部は 若干肥厚

して 端部は 丸い 。 下層 出土 。 3 から 6 は 底部から ゆるや かに内 胄する 。 3 は 体部 外 面の 下 位 に、 6 は 外

面 口縁部 下 に 弱い 稜が 巡っている 。 7 は 体部 器墜は 比較的薄く 内 彎しながら立 ち上が り 、 外 面 口縁部 下
には口縁部 ヨ コ ナ デ による 弱い 稜が 生 じる 。 3 は 下層から 底面 出土 。 4 は 中層 出土 。 5 、 6 は上層 出 上。

8 は 底部 から 緩や かに内 胃しながら立ち上が り 、 口 唇部も その まま丸められる 。 下層 出土 。 9 は 体部 外

面 には ロ ク ロ 水挽きで 生 じた2 条の 稜が 明 瞭 に 巡っている 。 上層 出土 。

図 示し 得な かった小片、 細 片も 含めて 見る と 、 小型品は上層 出土のもの では、 底部 締 まるが 器高の 低

い 皿形のものが主体的で、 側面 観碗形 になるもの はものは 見られない 。 中層 出士のもの は 薄 手、 底部 締
まり 器高高い 側 面 観碗形が 見られる 。 他 には口径 ・ 底径比率小 さく 器高低い 皿形のもの が 多い 。 下層か

ら 底面 直上で 出土の もの では、 底部し まり 胴部 下側 に 腰を 持ちや や 器高高くなる 皿形。 他は口径 ・ 底径

比率小 さい 皿形である 。 一括 出土 中のもの では 薄 手の 精良胎土の 製品、 側面 観碗形なるものが 見られる 。

大 型 品から 中型 品は、 上層 出土のもの では、 薄 手の 精良胎土の 製品、 内 彎気味に立ち上が り 器高高く

見える 皿形、 や や 厚みのある 底部は 締 まり 内 胄気味に立 ち上が り 器高高く 見える 皿形、 口 径 ・ 底径比率

小 さい 皿形が 出土 している 。 中 層 出土のものは 全 体に厚手品が 主体で、 器高低い 皿形である 。 下 層 出土
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土1名注記
］ 明褐色土附 1 1  黄灰色砂質土陪
2 明褐色土陪 12 黄灰色砂質土I名
3 明褐色土層 13 焚灰色砂質土陀
4 暗褐色砂質土陀 14 灰褐色砂質土陪
5 褐 色砂質土1杓 15 黄灰 色砂質 土陪

6.4m 6 褐色砂質 土I§ 16 灰褐色砂質土）聾
2 ） 7 褐色砂質土1僭 17 灰色砂質 土層

8 褐色砂質土陪 18 灰褐色砂府土陪
9 褐 色砂質土限i 19 荻灰色砂質土I蜀
10 黄灰色砂質土附 20 灰色砂質土層

6.3m 

a
 

20
〗

/
／

b

6 .
0
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d i  
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b - - C 
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d -

゜ 1 m  

第5図 方形竪穴建築址遺構図
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の も の は 薄手精製品、 底 部締 ま り 内彎気味 に 立 ち 上が り 器高 高 く 見 え る 1IIl形 と 口径 ・ 底径比率小 さ く 器

高低い 1IIl形が混在 し て い る 。

10か ら 1 3 は常滑窯系 製 品 。

1 0 は 片 口 鉢。 直線的 に 外傾 し た 胴部、 肩部の 張 り は 強 く 、 口縁部 は 大 き く 内側へ折 り 曲 げ ら れ 口唇端

部 は や や肥厚 し て 丸 く 納 ま る 。 側 壁 は 薄 く 丁寧 な 作 り だが底部 と 胴部の圧接の際、 外側へ は み 出 た 粘 土

は そ の ま ま 残 っ て い る 。 砂底 で、 内側底部は胴 部圧接痕 明 瞭 で あ る 。 器表胴 部 は ヨ コ ナ デ、 内側 口縁部

下 の 胴 部 に は指頭痕が列 状 に 見 ら れ る 。 内側胴部か ら 底 部 に か け て は摩滅 し な め ら か で あ る 。 外面 は 褐

色 か ら 暗橙色。 内面 は 暗灰褐色。 胎 土 は 明灰 色 、 粘性弱 く 極小 の 白 色微粒子が密 に 均ー に 入 る 他 は 央雑

物 は 見 ら れ な い 。 上層 出 土。

1 1 は壺 の頸部か ら 口縁部 に か け て の小 片。 頸部か ら 口縁部 に か け て 外反 り し 、 端部 を 折 り 曲 げて い る

が頸部 に は接続 し て い な い 。 外面 は赤褐色、 内 面 は 淡褐 色 で頸部部分 に は成 形痕が明 瞭 に 残 る 。

1 2 は 甕 の縁帯部か ら 頸部 に か け て の 小 片 。 長 い 頸部が外反 り し な が ら 立 ち 上が り 、 口縁端 部 に 縁帯 を

貼 り 付 け て い る 。 縁帯 は上側 に 小 さ く 下側 に 大 き く 拡張す る が頸 部 に は接続 し な い 。 器表 に は全体 に 自

然 降灰 が見 ら れ る 。 内側 は輪積痕が明 瞭、 ヨ コ ナ デ整形 し て い る 。 中 層 出 土。

1 3 は捏ね鉢の 口縁部小片。 角 張 っ た 口唇端部は平 ら で小 さ な 面 を 持 ち 、 外側 を や や 張 り だす。 口縁部

の 一 部 は 指 頭 に よ り 片 口 状に押 し 出 さ れ て い る 。

14 は 山 茶碗窯系製品 の捏ね鉢口縁部小 片 。 口縁部の 一部 を 指頭 で押 し 出 し 片 口 を 作 っ て い る 。 内側 は

良 く 使 い 込 ま れ て い て 摩滅 し な め ら か。 胎 土 は 灰色 か ら 灰褐 色 で 、 砂粒 を 含 むが他に 央雑物見 ら れ な い

精 良 士で あ る 。 上層 出 土。

15 、 1 6 は舶載品。

1 5 は龍泉窯系青磁鏑蓮弁文碗 の 口縁部か ら イ本部 に か け て の小 片 。 薄 い 器墜で 口縁端部が僅か に外反 り

す る 。 体部外面 に は 幅広 の蓮 弁 文 を持つ。 釉 は澄 ん だ オ リ ー ブ色。 1 6 は 龍泉窯系 青磁鏑蓮弁 文碗 の 口 縁

部細片。 釉 は澄 ん だ空色 、 南宋窯 系 の 製 品 と 思 わ れ る 。 蓮 弁 の 先端 は鋭 く 、 稜線 を 明 瞭 に 残 し て い る 。

裏込中 出 土。

1 7 は硯 の コ ー ナ 一 部分の 細 片 。 丘部か海部分 な の か は 不 明 。 材 質 は粘板岩質で産地 は 不 明 で あ る 。

18 は い わ ゆ る 磨常滑。 常滑窯系 製 品 の 甕胴 部 片 を 転用 し て い る 。 割 れ 口 で あ る 側縁部が使 わ れ て い て 、

よ く 磨耗 し て い る 。 上層 出 土。

1 9 は フ イ ゴの 羽 口 の 先端 部小 片 。 胎 土 は粗い粘士。 先端部に は 溶物 が付 着 し て い る 。

20~29 は鉄製 品 。 和 釘状製品 (20~22、 24~29) と 掛 け金状に端部 を 丸 く 曲 げて環状に し て い る 製 品

(23) があ る 。

30 はi馬瑞 を 使 っ た 火打 ち 石。 上層 出 土。

以下、 図示 し 得 な か っ た 小 片 、 細 片 の遺物 に つ い て 記す。

瀬戸窯製 品 で は 、 洗、 卸皿、 人子、 折縁1IIlがあ る 。 入子 は無釉の製品 だが他 の 製 品 で は施釉 し て い る 。

山 茶碗窯系 製 品 は 精 良 な 胎 土 の 美濃窯系 と 粗い胎土の渥美窯系製品 と に 分 け る 事がで き る 。 美濃窯系

製 品 は胎土が灰 色 か ら 灰褐 色 で 、 砂粒 を 含 むが他 に 央雑物見 ら れ な い 精 良 土 で あ る 。 上層 出 土 の 甕頸部

小 片 は 外反 り し な が ら 立 ち 上が る 長 い 頸部。 中 層 か ら 出 土 し た 甕胴部小 片 に は器表 に簾状の平行叩 き 目

が見 ら れ る 。

舶載品 は前述の他、 白 青磁梅瓶胴部片、 白 磁 口 几1IIl 口縁部片、 底 部 片 、 白 磁碗桐部 片 が出 土 し て い る 。

砥石は斑 レ イ 岩質、 産地丹沢の も の が下層か ら 、 産 地 不 明 の 流文岩質 ・ 凝灰岩 質 の 仕上 げ砥が上層 ·
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中 層 か ら 出士 し て い る 。

手焙 り は 、 瓦質鉢型 手焙 り 底 部片が中 層 か ら 出 土 し て い る 。 胎土 は 淡粘士色 で粘性があ り 央雑物 は 見

ら れ な い 。 鉢型 で手焙 り の形態 と し て は 古 手 の も の で あ る 。 こ の他 、 瓦 質輪花手焙 り 口縁部細 片 が中層

か ら 。 瓦 質輪花手焙 り 胴 部小 片 が下層 か ら 底 面 で 出 土 し て い る 。 器表は橙色 で菊花文 ス タ ン プ は径 2 .

5 cm大 の花文 を 並べて い る 。 花文の数不明、 花弁端部 は 丸。 胎 土 は 暗橙色、 白 色粒等が見 ら れ る 央雑物

を 含 む粗 い 土 で あ る 。

（註 l ) 汐見一夫 1 993 「方形竪穴建築址再考」 『第 1 回 中 世都市研究会 ・ 討論会』 発表要旨
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]I ・ 大型土堀状遺構 （第 7 図 ・ 図 版 3 )

調査時に 於いては方形竪穴建築址 と していた遺構である 。 調査区東壁 中央から北墜 中央 の区域で 検 出

している。 南側は 井戸址に壊 され北側、 東側は 調壺区外 へ延びる。 規模、 平面 形は 全く 掴めず 底面 は 平
坦ではなく北側、 東側に向かって 緩や かに 傾斜して ゆく。 南北軸線の方位は N -3 ° - Wを 測 り 、 調査
区北側道路の軸線方向に 対し 約55 ゜ の ズ レを 見せている。 規模は南北方向350 cm以上、 東西方向は15 4cm

以上である。 底面 の深 さは確認 面 から 西側で50 cm、 東側で80 cmを 測る。

覆士は 上層は 暗褐色砂質士層 ～ 黒褐色砂質土 層。 下層は 黒褐色砂質土 層 ～暗褐色砂質土 層。 底面 近く
で 白 色砂質士 と 暗褐色砂質士の混合 （互層）層 と なる。 6 層に 分層した。 各土 層は 帯 状 に20 cm程厚みを
もち、 西墜面 近くでは 緩や かな レ ン ズ 状 の堆積、 東側に向かって 水平堆積 と なる。

堆積 の仕方 と して人為 的に 短期 間 のうちに埋め戻 された のではなく遺構廃絶後に ゴ ミ 穴 と して 徐々に
埋没していった 状 態が 考えられる。 調査区北東隅周辺では 検 出面 から 底面 にか けて ハ マ グ リ を主体 と す

る 食物残 滓集中部 （ 貝 殻集 中部 ） を 検 出している。
出土遺物 （ 第8 図 一1 ~3 6 · 図版8 )

3 6点 が図示で きた。
1 ~ 3 は 手捏ね成形のかわら け。 小型品 (1 、 2 )、 大型品 (3 ) がある。

1 は 休部はや や 開き 気味に立 ち上が り 、 外 面 上半の ナ デ と 下半の指頭痕を残す部 分 と の境界にや や 強
い 稜が 巡っている。 口 唇部は 丸く お さめている。 下 層 出 士。 2 は 体部はや や 直線的に 斜め上方に立 ち上
がっている 。 底部は 平底風に平坦になっている。 口 唇部は 丸く お さめている。 上層 出 士。 3 は 口縁部 の

断面 形が 四 角を 呈している。 体部 外 面上半の ナ デ と 下半の指 頭 痕を残す 部 分 と の境界にや や 強い 稜が 巡
っている。 貝 殻集 中部 出土 。

4 ~15 は ロ ク ロ成形かわら け。 小型 品 ( 4 ~ 9)、 大 型 品 (10 ~15 ) がある。
4 は 体部が 比較 的 外に 開く。 口縁部 下にはや や 強め の稜が 巡る。 貝殻集 中部 出土 。 5 は 体部は 緩や か

に内 碍しながら立 ち上がる。 底部は 糸切 り位置が 低いため、 浅い 総高台 状を 呈する。 貝殻集 中部 出土 。
6 は 体部が 直線的に 開いている。 貝 殻集 中部 出土 。 7 、 8 は 底部は ゆが み のためか上げ 底風になってい

る。 7 は上層 出土 。 9 は 体部が 比較的 外に 開き、 外 面下位に 弱い 稜が 巡っている。 貝殻集中部 出土 。 10
は 体部が 比較的 外に 開き、 口縁部 下にはや や 強め の稜が 巡る。 貝殻集中部 出土 。 1 1は イ本部が 緩ゃかに内
飼しながら立 ち上が り 、 外 面 下位に弱い 稜が 巡っている。 貝殻集 中部 出土 。 12 、 13 は 体部は 緩や かに内
胄しながら立ち上がる。 外面 には 明瞭な 稜はなくなめらかである。 12 の 器壁は 薄い。 と もに 貝殻集中部

出土 。 1 4は 器高が 高く、 体部は内 胄しながら立ち上が り 口縁部でや や 外 反 り する。 貝 殻集 中部 出土 。 15

は 器壁は 薄く イ本部は 緩や かに内 彎しながら立 ち上がる。 口縁部 下には ヨ コ ナ デによって 生 じたや や 強め

の稜が 巡る。 又、 底部は 糸切 り位置が 低いため、 浅い 総高台 状を 呈する。 上層 出士。
図 示し 得なかった小片、 細 片も 含めて 見る と 、 出士かわら け の主体は ロ ク ロ成形品である。

大 型 品は上層 出土 のも のは 胎土 精良、 薄 手で器厚が 一定 する、 底部 締 まり や や 器 高 の 高い 1IIl形 と 、 ロ
径 ・ 底径比率小 さい 1IIl形が 見られる。 貝 殻集 中部 出土 のも のは法量が ほ ぽ同 じ 1II1形である。 法量は 約口
径13 cm、 底径 7 cm、 器高2 . 7cmで ま と まっている。 下 層から 底面 直上から 出土 したも のには、 胎土 精良

の 薄手精製品、 底部 締 まり 、 や や 器 高 の 高い、 側面観碗形を 呈している。
中 型 品 ～小型 品は上層 出土 のも のは 器高低く口径 ・ 底径比率小 さい 1IIl形。 貝 殻集中部から 出士したも

のは、 胎土 精良な 薄手精製品が 見られる。 下 層 出土 のも のは口 径 ・ 底径比率小 さく 器高の低い 1IIl形が主
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カ ク ラ ン

土陪注記
1 暗灰色～暗褐色砂質土附 近 ・ 現代盛土
2 暗褐色砂質土陪 黄褐色砂 を 混合
3 黒褐色砂質土陪 貝殻砂の白色砂を浪合 、炭化物多 く 含む
4 黒褐色砂質土陪 黄褐色 砂 を 混合
5 II行褐色砂’員土陪 貝殻砂の 白 色砂 を 況合
6 黒褐色砂質土陪 黄褐色 砂 を 混合 、 炭化物を含む
7 暗褐色砂質土陪 基盤層で あ る 白 色砂を 多 く 含 む
8 白 色砂 と 暗褐色砂の互層
9 黒褐色砂質土陪 3 )粋に近似
10 暗褐 色砂質土陪
11 暗褐色砂質土陪
12 暗褐色砂陪 炭化物 を 少屈含む
13 白 色砂＋暗灰色～暗褐色砂烈土荊
14 茶褐色砂質土陪 近世の耕作土
15 黒褐色土居 粘性に富む
16 llff褐色土陪 土丹粒 、 貝殻片 を 多 く 含む
17 暗褐色土陪 16R-lに比 し て 出土逍物 少 な い
18-22 II音褐色土陪 16、 17陪近似
23 llfi褐色土陪 炭化物を 多 く 含む

6.0m 

て

0 1 ← I .＼ マ 1 "' （勺 L 

L賣

岱⑨怠
犀
0

疇J

り

゜

尽◎

0
ヽ
ダ゜

I
q

D
Q
 

゜
1
9
 

下層検出 か わ ら け 溜 り

―l 

゜
°-! 

娑
含a
迷
郷

OOI

阻F
}
蕊
9

翌{=
L[

娑
念
叫
翠
ぼi
9I

g苓
扇
王
玉
gT

娑
令
函
翠
VI

裟
念l
9·
安
CI

吝
令
函
翠
g=-
NI

吝
込
函
怪i
II

姿
令｝
叫
返
蕊
苔

0I

裟

へ畠
遂
翌

i
-�
[
I

6
 

姿
廿
迄
令
函
寂
翌
I

8
 

定
サ ·

}蕊
9·
翠
芸―

L

娑1
迫
翠｀ぷ!11

9
 

定
廿｝
｝苓
函
翠ふ[fl

s
 

娑
廿
泊
翠
芸―

一

阻
F測
翌h-
E

迄
廿
叫
翠g}=-

N

娑
1
ぶ3
翌
姿＿

I

rug
忌
姿
サ

Eo·
g
 q
 

゜ 1 m  ca I 

第7図 大型土堀状遺構図

-98 -



体。 中 型 品 に は 薄 手 で底 部締 ま り 器高 高 い 、 側 面 観碗形 に な る も の が見 ら れ る 。

手捏ね成形品 で は 口唇端部丸味を も つ も の 、 口唇端部 に 向 か い 側壁が薄 く な る も の が見 ら れ る 。

1 6 は 伊勢系土鍋。 細 片 で の 出 土 で総数2 1 点 、 口縁部は 4 点確認 し て い る 。 覆土層 位 に 関係 な く 出 土 し

て い て 包含層 中 か ら も 1 点 出 土 し て い る 。 感覚的 に は 同 一個 体の も の と 思 わ れ る が接 合 率 は 悪 く 口 縁部

片 2 点 が接合 し た の み で あ っ た 。 胎士 は 淡 い 粘土色で、 胎芯は淡黒色、 薄手で粘性弱 く 砂 と 小石粒 を 若

干 含 む 以外、 央雑物 は 見 ら れ な い 。 器表は淡橙色、 全体 に 加熱 を 受 け煤 の 付 着 に よ り 黒ず ん で い る 。 ロ

縁部は 内側へ折 り 返 さ れ て い る 。

1 7 は常滑窯系 製 品 の 甕 （小型品） の 口縁部か ら 頸部 に か け て の 小 片 。 器厚 は 薄 く 直立す る 長 い 頸 部 を

外反 り さ せ て い る 。 口縁端部 は 内側 か ら の 強 い ヨ コ ナ デ に よ っ て 上 下 に 拡 げ縁帯 を 作 っ て い る 。 胎 土 は

キ メ 細 か く 粘性強 い 淡粘土色、 器表色 は 赤褐色 を 星 し 、 内 側 の 色 は 暗褐 色 で あ る 。

18 、 1 9 は舶載品。

1 8 は 白 磁 口 冗1II1の 口縁部か ら 胴 部 に か け て の小 片 。 器壁 は 若 干厚 め で 口 縁部 は わ ず か に 外反 り し て い

る 。 釉 は 青味灰 白 色 で失透。 中 層 出 土。

1 9 は龍泉窯系 青磁劃花文碗の底部片。 内 面 ・ 内底面 に 片切彫 り の蓮華文 の 施 さ れた も の 。 釉 は 貰人が

見 ら れ淡暗緑色 透 明 、 素地 は灰色 で粘性強 く 堅緻。 高 台 部 は 剥 離 し て い る が僭 付 け か ら 外底面 は露胎で

あ る 。 北宋窯系 の 製 品 。 下 層 出土。
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20 は 叩き甕の胴部小片。 婦属年 代 、 産地は 不 明 。 胎土 は 若干粒子 状 の央雑物含 まれるが良精な土 でよ
ぐ 焼きし まっている 。 表側 に 格子 目 状 の叩き 目 、 器色は 暗淡橙色、 内側は 暗灰色。 亀山 系 と は 異なるも
のである 。 上層出土 。

21 は土 錘。 約1 /2 残存している 。 俵型で 、 丸棒 に 粘土 を 巻き 付 け た 後、 指 頭 による 整 形を 行なってい
る 。 胎士 は かわら け と 共通。

22 は 銅銭。 銭種は 開元 通宝。 初鋳年は 621 年（ 唐代 ） である 。
23 ~35 は 鉄 製の和釘 状 製品。

3 6は 砥石。 渥美窯系製品 の胴部小片を 砥石 に転用している 。 平面 部を 利 用 、 頻繁な 使用 による 磨耗が
激しい 。 大き さは 6.5 以上 x4 .  5 cm。 貝 殻集 中 部出土 。

以下、 図 示し 得な かっ た 小片、 細 片 の遺物 について 記す 。

常滑窯系製 品は 胴部小片 、 細 片が 多く大破 片は見られな かっ た 。 器種 と しては 、 甕 ． 壺 ． 捏ね鉢が見

られる 。

壺は上層出土 の 肩部 ～頸部 片では 、 器厚は 肩部 に向かって 厚みを 増し 頸部 に向かって 薄くなる 。 器表
色は 淡赤褐色で 、 肩部 に 一本 沈線が 巡っている 。 内側の色は 暗橙色 、 指 頭 痕が 明 瞭で 列 状に見られる 。
胎土 は 淡暗橙色で 精良な 素地 、 混人物 の見られない 割れ口 のすっ きり と し た も のである 。 また 同 じく 上

層出土 の 肩部 片は 、 器表は 赤褐 色を 呈し 、 三本 の沈線巡っている 。 内 側 の 色は 暗赤褐色、 黒く ム ラが見

られる 。 胎土 は 暗灰 色 、 や や 粘性を 欠き 央雑物が見られる 。
捏ね鉢は 口縁部 片が上層で出土 している 。 口縁部 の形は 角 張っ た 口唇端部は 平らで小 さな 面 を 持ち 、

外 側を 摘 みあ げや や 張り出 さ せている 。 他 に 、 胴部小片 中 に内 面 に使用痕の見られるもが 数点 あっ た 。

山 茶碗窯系製 品は 美濃窯系 に 比べて 粗胎胎土 の渥美窯系 製 品 のも のが 多く出土 している 。 器種は 全 て

捏ね鉢で 口縁部 の形は 渥美窯系製品では口縁部で 肥厚する 端部を内側へ折り 返し 丸く 納めているも の 。
口縁部で肥厚し口 唇端部を 角 張らしているも の。 口縁部で肥厚し 外 面 ヨ コ ナ デ によって 丸く 納めた 端部

を 外 へ 反らしているも のがある 。 美濃窯系製品では 、 肥厚し た 端部を 丸く 納めた も の と 、 さら に 外 側 ヨ

コ ナ デ によって 端部を 外 に 反ら せ沈線を 巡ら さ せているも のがある 。
砥石は 産地 不 明であるが 流文岩質凝灰岩の仕上げ 砥が2 点 、 安山 岩質で 産地 箱根のも のが1 点出土 し

ている 。

瀬戸窯製品は 折縁皿口縁部 片、 卸皿底部 片 、 平碗口縁部 片が出土 している 。 全 て 灰釉施釉製品である 。
折縁皿は口縁部を 外 側へ折り 返して 玉縁 状 にしている 。 卸皿の卸 目 は 比較 的 丁寧な 作り 。 平碗口縁部は 、

直口し 端部を 丸く 納めて口縁部内 外 面 を 比 較 的 厚く 施 釉し 、 胴部上部は 拭き 取られ露胎 と なっているも
の と 、 外 側から の 強い ヨ コ ナ デ によって口縁部は 弱いく の字形 に 外 反りしていて 、 口縁部 近くを 雑 に施

釉しているも のがある 。

銅 銭は前述の他2 枚出土 しているが 腐食著しい 為 、 銭種は 不 明である 。
手焙り 製品は 全 て 瓦質製品で 器表灰色 、 黒色 処理されていないが内 外 面 良く 研磨 されている 製品 、 輪

花型で口縁部 四 角く 張るも の 。 鉢型底部 片は 底部 に比べ胴部 の 器厚が 厚い 為底部は上 げ 底気味になって

いるも の等 が出土 している 。
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皿 ・ 土堀

16基の土 城或いは 柱穴様の 小土 城を検 出 している 。 このうち土堀9 は大 型土 城状遺構覆土 中 に掘方を

持ち、 土 城10、 土 堀11 は 包 含層 中 に掘方を 持つ、 や や 時 期の 降る 辿構である。 他の土 城は 全 て 中 世基盤

層である 白 黄色風成砂面 上で検 出している 。
個々の土 堀からは 多種多 様な 逍物が 出土 している 。 多 分に ゴ ミ 穴 的 要素の 強い遺構であるが、 このう

ち土 城l 、 3 、 4 、 7 、 13 は南北方向 に 約120 cm 間隔で 列をなす 。 土 堀の 平面 形 ・ 深さには 規格性があ

る 様 に見える 。 土 城列の 南北軸は N -43 ° - Eを 測り、 これは調査区 北側 にある 道路、 西側方形竪穴建
築址に ほ ほ直交、 平行するもの である 。

土壊 1 （ 第9 図 ・ 図版4 )

調査区 中央南陛際での 部 分検 出であ り、 遺構の北側部 分の み検 出、 南側は調資区 外 へ延 びる 。 平面 形
は、 不整方形を 呈する。 断面 形は JIil形で 東西方向119cm、 南北方向は55 cm以上である 。 底部の 深さは確
認 面 から15 cmを 測る 。

覆土 は2 層 に 大別で き ほ ほ水平堆積、 土 堀の 埋戻 しは人 為 的 に 一挙 に 行なわれている 様相を 呈 してい

る。 上層では 径0.5 ~  4 cm大の土 丹粒、 玉石の 混入の見られる 褐色砂質土 、 下層は基本 的に上層 と 同 じ

だが、 より 砂質性が 強 まり 炭化物が 均ー にはいっている 褐色砂質土である。

出土遺物 （ 第9 図 一1 ~4 ・ 図版9 )
4 点 が図 示で き た 。
l 、 2 は ロ ク ロ成形の かわら けの小型 品。
l は 体部は 緩や かに内 胄しながら立 ち上がり、 口縁部 下 には ヨ コ ナ デ によって 生 じた や や 弱い 稜が 巡

る 。 2 は イ本部が 直線的 に 開き、 口縁部 下 にはや や 強めの 稜が 巡る。

3 、 4 は 鉄 製の 利釘 状 製品。
図 示 し 得な かっ た 小片、 細片の遺物 には、 かわら け、 穿孔かわら け、 常滑窯系製品、 鉄 製の 和釘状製

品、 貝 殻、 獣骨、 魚骨がある。 かわら けは 全 て ロ ク ロ成形のもの で、 手捏ね成形のものは 出土 していな
ぃ。 法量は大小に 分けられ、 大 型 品は 底部 し まり内 湾気味に立 ち上がる 器高や や 高い llIL形。 小型 品は ロ
径 ・ 底径比率小 さく 器高の 低い llIL形が —―-_ 7.0m 

見られる。 かわら け 穿孔品の 孔は 径1

cmと大きい 。

土堀 2 （ 第10図 ・ 図版4 )

調査区南西隅で検 出 している 。 平面
形は ほ ほ円形で、 断面 形は 浅い JIIL形を
呈する 。 土 堀1 6とは切り 合いを 持つが
新旧関係は 掴めていない 。 土 堀の 規模
は 東西方向112 cm、 南北方向は105 cmで
ある 。 底部の 深さは確認 面 から20 cmを

＼ 
全�

土層注記
］ 明褐色土陪
2 明褐色土！罰

= 3 褐色砂質土！名 細 ～ 中 粒凝灰岩 、 直径
0.5-4cmの土丹粒 多 く 含む

4 褐 色砂質土！名 炭化物を均ー に 含 む

0 1 m  

測る。 二1 9 ＿り＿
0-

覆土 は 締 まりの 弱い 炭化物を 少量含 - -三三ビ三こ戸2 -8 3 贔 4 O�cm 

第9図 土堀 1
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む 暗褐色砂質土 で 占められる 。
出土遺物（ 第10図 一1 ~4 ·図版9 )
4 点 が 圏示で きた 。
l 、 2 は ロ ク ロ成形の かわら けの大型品。

1 は 体部は 緩や かに内 冑しながら 立ち上がる 。 外面には 明 瞭な 稜はなくなめら かである 。 2 は 体部は

緩や かに内 碍しながら立 ち上がり 、 口縁部でわずかに外反する 。 外面 中位には 弱い 稜が 巡っている 。 底
部は 締 まり口 径 と 比較して 器高は 高い 。

3 · 4 は鉄 製の 和釘状製品 。
図示し 得な かった小片、 細片の追物には 、 かわら け 、 常滑窯系 製 品 、 鉄 製の 和釘状製品 、 ス ラ グ、 獣

骨、 魚骨、 胎土 が 伊勢系土 鍋の もの と 近似する 産地 不 明の土 器 片 、 貝殻、 礫がある 。
ー

土堀 3 （ 第11 図 ・図版4 ) ー ニ調壺区中央や や 南寄りの 所で検 出して

いる 。 酉側土堀4 と は 切り 合いを 見せ、
土堀3 が士 城4 の 西 壁を 壊している 。 平

面形は 円診 断面形は 底部中央に 直径30
I ／ 

旦 〗cm、 深 さ 8 cm程の 柱痕様の小穴の見られ

る 、 不整形の 浅い 皿形を 呈している 。 土

城の 規模は 東西80 方向cm、 南北方向も80

土陪注記

゜
cmである 。 底部の 深 さは確認面から24 cm

ペ
1 m  

6.0m 

を 測る 。 第 1 0図 土堀 2

覆土 は 炭化物を 少量含みや や 締 まりのある 黒色砂質土 で 占められている 。
出土遺物（ 第11図 ー1 ~ 6 ・図版9 )
6点 が図示で きた 。

1 から3 は ロ ク ロ成形の かわら け 。 小型 品( 1 ) 、 大 型 品( 2 、 3 ) がある 。

1 JI音褐色砂質土肪
絞 ま り 弱 、 炭化
物少屎含む 闘 3 -9-4 

0 5cm 
| 1 

1 は 体部は 緩や かに 内胄しながら立 ち上がり 、 口縁部下にはや や 強めの 稜が 巡る 。 2 は 体部は 緩や か

に内 醐しながら立ち上がる 。 外面 下位に 弱い 稜が 巡っている 。 3 は イ本部は 緩や かに内 冑しながら 立ち上

がり 、 口縁部でや や 外反する 。
図示し 得な かった小片、 細片も 含めて見る と 、 全 て ロ ク ロ 成形のもの で 、 手捏ね成形の ものは見られ

ない 。 法量は大小に 分けられる 。 大 、 小型 品 と もに 底部締 まり 、 器高低めの llll形で側面 観碗形になるも
のは見られない 。

4 は 銅銭。 銭種は 開元通宝 と 思われる 。 初鋳年は 621 年（ 唐代）である 。

5 、 6 は 鉄 製の 和釘状製 品 。
図示し 得な かった小片、 細片の 逍物には 、 かわら け 、 常滑窯 系 製 品 、 フ イ ゴの 羽口片、 ス ラ グ、 瓦質

手焙り 、 貝殻、 獣骨、 魚骨、 礫がある 。

鉄 製の 和釘状製品は 合計13点 出土 している 。 覆土 中には 炭化物が見られ フ ィ ゴの 羽口 、 ス ラ グも 数点

ずつだが 出土 している 。 鋳造に関係する土堀 と も思われるが 、 特に土堀の 壁面 、 底部が 赤化している 様

子は見られな かった 。 鋳造関係品も 含めた ゴ ミ 穴なのだろう 。
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土壊 4 （ 第11 図 ・ 図版 4 )
調査区中央や や 南寄り、 土 城3 の 東側で 検 出 している。 土 城3 に西壁の 一部を 破壊 され、 北側の 一部

は 近 ・ 現代の 攪乱を 受け ている。 平 面形は 円形、 断面 形は 深めの 1IIl形を 呈する。 土 城の 規模は 東西方向

89cm、 南北方向は80cmである。 底部の 深 さは確認 面 から40cmを 測る。

覆土 は2 層 に大 別で き、 ほ ぼ水平 堆積 している。 上層は 灰褐色から 暗褐 色、 炭化物少量含む黄褐色砂

質土層、 下層は 暗灰黄褐色砂質土層で上層 に比べて厚く堆積 している。

土 城が、 ゴ ミ 穴 と して使用 され た 後、 堀 込み面 と 同 じ 白 色系の 砂質土 で 半ば 迄、 人 為 的 に 一挙 に 埋め
戻 され て 浅い 凹地 と 変わる。 この 凹 地 も 以降の ゴ ミの 投棄 · 流入、 風成砂の 堆積 によっ て次 第 に埋没 し

て行っ た 状 態が 考えられる。
出土遺物（ 第11 図 ー1 ~ 4 ・ 図版9)
4点 が図 示で き た 。

l 、 2 は ロ ク ロ成形の かわら け。
l は小型 品。 体部は 緩や かに内 胄 しながら 立ち上がり、 外 面 下位 に弱い 稜が 巡っ ている。 2 は大 型 品。

体部が 緩や かに内 腎 しながら 立ち上がる。 外 面 には 明 瞭な 稜はなくなめら かである。
図 示 し 得な かっ た 小片、 細片も 含めてみる と 、 かわら けは 全 て ロ ク ロ成形のもので、 手捏ね成形のも

のは見られない。 大小の 法量 に分けられ、 と も に 粉質胎土の 薄手精製品が見られるが、 底部は 締 まるも

のの 、 器高は側面 観碗形 に 為る 程迄 には 高くない 1IIl形である。 又、 大 型 品の 口縁部から側面部迄を 打ち

欠き、 底部を 円 盤 状に加工 し た もの が 出土 している。

3 は フ イ ゴの 羽口の 先端部小片。 先端部は 溶物が 付着 している。
4 は 鉄 製の 利釘 状 製品。

図 示 し 得な かっ た 小片、 細片の遺物 には、 かわら け、 常滑窯系製品、 ス ラ グ、 山 茶碗窯系製品、 獣骨、

魚骨、 貝 殻、 礫がある。

土堀 5 （ 第12 図 ・ 図版5 )

調査区東壁際 中央付近で 検 出 している。 平 面 形は 楕 円形、 断面 形は 皿形を 呈する。 東側の 一部は時 代
の 降る 井戸址 に壊 され、 北側ではこの土堀が大 型土堀 状遺構の 西槌を切っ ている。 土 城の 規模は 東西方

ロニ三o/1
ロニ□三／ ＿
ロ □ 三＼ 
冒 り 旦4 ；；； 冨

土堀3

゜ 5cm 

土堀4

□ 口

土9('1注氾
1 黒色砂質土）蜀 絞 ま り や や あ り 、 炭化物少屈含む
2 灰褐色砂'J{［土9汚 絞 ま り や や あ り
3 暗褐 色砂質土陪 l I啓に近似
4 焚褐色砂質土的 絞 ま り あ り 、 炭化物少足含む
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第1 1 図 土壊 3 、 土堀 4
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向 60cm以上、 南北方向は52 cmである 。 底部の 深 さは確認 面から25 cmを 測る 。

覆土 は2 層に大 別で き ほ ほ水平堆積している 。 土 城検 出面面 上及び上層の 暗褐色砂質士層 中 からは遺
物が 集 中 的に 出土 し、 これに 対して 下層からの 出土 は極小量で、 かわら け 細片が 数点 出土 したの みであ

った 。 下層は 暗灰黄褐色砂質土 層、 基盤層 と 近似する 砂質土である 。 遺物の 出土の 仕方、 土層 断面の 観
察から ゴ ミ 穴 と は 違う性 格の士 城かも 知れない 。 土 城が 本来の 機能を失い、 半ば 埋 まり 浅い 凹地 と なっ
た後、 ハ マ グ リ 、 キ サ ゴ等の 貝殻、 かわら けを 主体 と した食物残滓が投棄 された と 思われる 。

出土遺物（ 第12 図 ー1 ~9 ・ 図版9 )

9 点が 圏示で きた 。

1 ~8 は ロ ク ロ成形のかわら け 。 小型 品( 1 ~ 4 )、 中 型 品( 5 )、 大 型 品( 6 ~ 8 ) がある 。

l は イ本部は 比較的 外に 開き、 外 面 中位にや や 強い 稜が 巡っている 。 2 は イ本部は 緩や かに内 胄しながら
立 ち上がり、 口縁部でや や 外 反る 。 外 面 中位には 弱い 稜が 巡っている 。 3 はや や 器墜が 厚い 。 体部は 緩
や かに内脅しながら立ち上がり 口縁部 下にはや や 強めの 稜が 巡る 。 底部は 糸切り位置が 低いため、 浅い

総高台 状 を 呈する 。 4 は 器聖は 薄い 。 イ本部は 緩や かに 内 碍しながら立ち上がる 。 外 面 には 明 瞭な 稜はな
くなめらかである 。 5 は 器壁は 薄い 。 体部は 緩や かに内 臀しながら立ち上がり、 口縁部 下に 弱めの 稜が
巡る 。 6 、 7 は 体部は 緩や かに内胄しながら立 ち上がる 。 外 面 には 明瞭な 稜はなくなめらかである 。 8

は イ本部は 緩や かに内 彎しながら立ち上がり口縁部でや や 外 反る 。 底部は 締 まり口径 と 比較して 器高は 高
し ‘ °

図 示し 得なかった小片、 細片も 含めて見る と 、 かわら けは 全 て ロ ク ロ成形のもので、 手捏ね成形の も

のは 出士 していない 。 法量は大 中 小に 分けられ、 側面 観碗形に まで器高高くはならないが 薄手精製品も
見られる 。

9 は 鉄 製の 相釘 状 製品 。

図 示し 得なかった小片、 細片の遺物には、 か わら け、 常滑窯系製品、 鉄 製の 和釘 状 製品、 礫、 貝 殻が
ある 。

＼
 土附注記

1 暗褐色砂質土10 粘性な し 、 絞 ま り な し 貝殻粒子 を 密 に
均 ー に 含 む か わ ら け を 主 体 に 中 也迫物 、 貝殻 を 密 に 含 む

2 灰 白 色砂質土庖 粘性な し 、 絞 ま り な し 風成砂
3 II音灰黄褐色砂質土層 粘性な し 、 絞 ま り な し やや黄昧 を

伯びた灰褐色土 中 に I I蜀 の 土 が 入 り 色調 をII音 く し て い る゜

二三 ロニ53 ロニ
ご二三三 こ二ロ4 = 

□三二
ロニ5 □三三〗

冒
□三三／

心且 ， ゜ 1 0cm1 m  

第1 2図 土堀 5

土堀 6 （ 第 13 図 ・ 図版5 )

調査区附東隅で 検 出している 。 北側部 分の みの 検 出で、 南側は 調査区外 へ延びる 。 平面 形は方形を 呈

する と 思われ 断面 形は U 字形。 底部には、 一段窪む、 据痕様の 楕円形の 浅い 掘 込が見られる 。 土城の 規
模は 東西方向1 02 cm、 而北方向は94 cm以上。 据痕様の 掘 込の 大 き さ は 東 西48cm、 南北65 cm以上である 。
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底部の 深 さ は確認 面から 63 cmを 測 り 、 さら に 6 cm程下 に据痕様の 掘込の 底部がある 。 illlI方位 は N -33 ° 

- Eを 測る 。 この 軸線は 調査区北側の 道路、 西 側の 南北土堀列 ・方形竪穴建築址 に ほ ほ直交、 平行する 。
覆土 は レ ン ズ状に緩や かな堆積をし ている 。 堆積の 仕方は、 下層 に 黒色砂質土層、 中 層 に 基盤層 に 近

似する 灰褐色砂質土 層から 黄褐色砂質士 層、 土 堀が ほ ほ埋没し 浅い 凹地 と な っ た 後 に、 有機質に富む 腐
植黒色砂質土 層が堆積する。 腐植黒色砂質土 層 は東側、 白 色砂質士 層を 削平し 延 びている 。

出土遺物（ 第1 3図 一1 ~10 ・ 図 版9 )
10 点図 示でき た 。
1 ~4 は ロ ク ロ成形の かわら け。 小型 品 (1 ) 、 大型 品( 2 ~ 4 ) がある 。
1 は 体部は 緩や かに内 吋しながら立 ち上がる 。 底 部は ゆが みの ためか上げ 底風にな っ ている 。 2 は 体

部が 比較的 外 に 開き、 口縁部 下 に はや や 強めの 稜が 巡る 。 底部は 糸切 り位置が 低い ため、 浅い 総高台状
を 呈する。 3 イ本部は 緩や かに内 冑しながら立 ち上が り 、 口縁部でや や 外 反る 。 4 は 体部は 緩や かに 内醐

しながら立ち上がり、 口縁部 下 に はや や 強めの 稜が 巡る 。

図示し 得な かっ た 小片、 細 片も 含め て見る と 、 手捏ね成形のものが1 点、 細 片であるが 出土 し ている。
他は 全 て ロ ク ロ 成形のもの である 。 法贔 は大小に 分けられる 様で小型 品の もの には 薄手梢製品で 器高 高
いもの が見られる 。 全 体 に 薄 手精製品が 目 立つが 破片の 接合率 は 悪かっ た 。

5 はいわ ゆる 磨常滑。 渥美窯系製品の 甕胴部 片を 転用し ている 。 割れ 口である 側縁部が 使われ てい て、

使用 断面 は 丸味をもつ。

6 ~10 は 鉄 製の 和釘状製 品。
固示し 得な かっ た 小片、 細片の遺物 には、 かわら け 、 鉄 製の 和釘状製品、 ス ラ グ、 常滑窯系 製 品 、 山

茶碗窯系 製品、 瀬戸窯製品、 瓦質手焙 り 、 礫、 貝 殻、 獣骨、 魚骨がある。

＼
 

土罰注記
1 明褐色土］罰
2 褐色砂質土陪 土丹粒 、 細 ～ 中粒凝

灰岩を 多 く 、 炭化物を均ー に含む
3 黒褐色砂質土］舒
4 黄褐色砂'tt土附 橙色帯びた土丹粒

を密に 、 焼 士 を 少批含む
6.0m 5 灰褐色砂質土料

- 6  灰褐色砂／暫 直径3-6cmのll音褐色土 ― = ； 五髯i少虹含む ーロニロロニ//

1 m  

こ三三気

□三三一

6 O 1 0cm 

第13図 土堀 6

-105 -



土堀 7 （ 第14 図 ・ 図版 6)

調資区 中央、 土 堀11 の 西側で検 出してい る 。 平面 形は 不整 円形、 断面 形は U 字形 を 呈す る 。 土 堀の 規
模は 東西方向90cm、 南北方向は80cmであ る 。 底部の 深 さは確認 面 から4 7cmを 測 る 。

覆土 は3 層に大 別でき、 砂質に富み基盤層に近似 す る 黄褐色から 黄灰 白 色の 砂質土 が ほ ほ水平に堆積

してい る 。 底部近く、 厚く 堆積し た 黄灰 白 色砂質土層 中からは、 平瓦片、 常滑窯系製品の 甕頸部 片 ・ 胴
部 片、 かわら け、 ハ マ グ リ ・ ア カ ニ シ等の 貝殻が、 一括廃棄 され た かた ちで 出土 してい る 。 ゴ ミ 穴 と し
て 使用 され、 埋め戻しの 際は人 為 的に 一挙に行なわれ た 様相を 呈してい る 。

出土遺物（ 第14 図 —1 ~ 7 ・ 図版1 0)

7点 図示で き た 。

1 は ロ ク ロ成形のかわら けの 大 型 品 。 体部は 緩や かに立 ち上がり、 底部は 締 まる 。 口 径 と 比較して 器
高は 高い 。

2 は常滑窯系製品の 甕の 口縁部から 頸部にか けての 小片。 水平近く まで 外 反りし た 口縁部は上下に 延
ばし た や や 広い縁帯を 持つ 。

3 ~ 7 は 鉄製の 和釘 状 製品 。
図 示し 得なかっ た 小片、 細片の 遺物には、 か

わら け、 常滑窯系 製 品、 瀬戸窯製品、 平瓦、 切
断痕の 認められ る 獣骨、 魚骨、 鉄製の 和釘 状 製

品、 貝 殻、 礫があ る 。 このうち瀬戸窯製品の 卸
1ll1は 胎土 が キ メのや や 粗い 黄 白 色で、 口縁部を

三［＼ 口
狭端部を 欠損、 側面 は 斜めに ヘ ラ 削りし、 凹面 ＼—/ 

土陪注記 I』 - ， — ーロ ー ― u - - -
側の 角を ナ デに 依って 丸く 仕上げてい る 。 凸面 l 黄褐色砂質土附 砂質に富、 やや酪化 し て ― ( 

い る 〗 ] 〗 I\ ^〗 7
凹面 共に 離れ 砂の 付 着が見られ るが、 叩 き 目 痕 2 白色砂質土庖 甚盤府てあ る 白色砂と 1 層

4 の 混合砂

等は認められない 。 厚 みは1 . 5cm、 胎土 は 淡 暗 3 黄灰白色砂質土9罰 2 陪 よ り 色調白色味増す
4 黄褐色砂質土9罰 ］ 階 と 近似

橙色 ・ 胎芯淡灰色、 軟質であ るが 石粒等の 混入 0 1 m  O 1 0cm 
| l I I ,  1 

の見られない 精士であ る 。 この 地 には 瓦葺きの
建物は 無 かっ た と 思われ るの で、 何らかの 目 的

第1 4図 土堀 7

で他所から 持って きた ものを、 後に他の追物 と 共に この 士堀に廃棄したのだろう 。

かわら けは 全 て ロ ク ロ成形の もの で、 手捏ね成形の ものは見られない 。 法量は大 中小に 分けられ る 。

直径1 0cm程の 中型 品では、 底部が 締 まり側面 観碗形に近いものが見られ る 。 全 体的には 薄手精製品に近

付くもの と 、 これよりはや や 古 手 と な るもの が 混 在して 出土 してい る 。

土堀 8 （ 第1 5図 ・ 図版 6)

方形竪穴建築址の 東側に近接して検 出してい る 。 平面形は 隅 丸方形、 断面形は U 字形を 呈す る 。土 堀の
規模は 東西方向60cm、 南北方向は97cmであ る 。 底部の 深 さは確認 面 から 50cmを 測 る 。 軸方位は N -33 ° 

- Eで、 調査 区北側の 東道路、 西側方形竪穴建築址に ほ ほ直 交、 平行す る 。

土 城の 位置から、 方形竪穴建築址に 伴う ゴ ミ 穴的性 格の遺構と 思われ る 。
覆土 は3 層に大 別でき る 。 上層は 灰褐色砂質士層から 黄灰色砂質士層、 中層は 明茶褐色砂質土層から

- 106 -



黄灰色砂質土層で、 この2 層は土 堀が 半ば 埋 まり 浅い 凹地 となっ た 上に レ ン ズ 状 に蒋 ＜ 堆積し た もの で、
かわら け等 、 出土 し た 造物 も 細 片ば かりで あ った。 下層は ll音灰黄褐色砂質土 が 厚く 堆積していて、 主 に
北側の 底部近く からは、 かわら け か‘一括廃棄 され た 状 況で 出土 してい る。

出土遺物（ 第15 屈 ー1 ~11 · 図 版10)

11点 が図 示で き た。
1 から9 は ロ ク ロ 成形の かわら け。 小型 品( 1 ~ 4 )、 大 型 品( 5 ~ 9) が あ る。 全 て 下層からの 出

土 で あ る。
1 は 体部は 緩や かに 内醐しながら立 ち上がり、 口縁部でわずかに外反す る。 外面 には 明 瞭な 稜はなく

なめら かで あ る。 2 は 体部は 緩や かに内 胄しながら立 ち上が る。 口縁部 下 には 弱い 稜が 巡 る。 3 は 体部

は 緩や かに内 胄しながら立 ち上がり、 口縁部 下 と 外面 中位 にはや や 弱い 稜が 巡ってい る。 4 は イ本部は 緩

や かに内 欝しながら立ち上がり、 外面中位 には 強い 稜が 巡ってい る。 5 は 体部は 緩や かに内 胄しながら

止ち上が る。 底部は 糸切り位置が 低い ため、 浅い 総高台状を 呈す る。 6 は 器壁は 薄い。 イ本部は 緩や かに
内 胄しながら立 ち上がり 口縁部でや や 肥厚す る。 7 、 8は イ本部は 緩や かに内 碍しながら立 ち上が る。 外

面 には 明 瞭な 稜はなくなめら かで あ る。 7の 器壁は 薄い。 9 は 体部が 比較 的 外 に 開き、 口縁部 下 にはや
や 強めの 稜が 巡 る。

図示し 得な かっ た 小片、 細片 も 含めて見 る と 、 上 ・ 中 ・ 下層 と も 全て ロ ク ロ 成形の もの で、 手捏ね成
形の もの は 出土 していない。 上 ・ 中層では 細片ば かりで接合で き る もの も 無 かっ た が、 内 折りの 極小品

細 片が1 点 出土 してい る。 下層は大小の 法 量 に 分けられ、 粉質 ・ 精製胎土の 源手精製品を 一括 出土の形

で取り上げ る 事が 出来た。 大型 品は、 口 径12 .5 ~1 3. 5 cm、 小型 品は口径 7 ~ 8 cmの 法 量で、 共 に底部の
締 ま る 器高のや や 高い JlI1形 にな る もの が 多い。

10 は 瀬戸窯製品の 折縁鉢の 口 縁部 片。 口縁部を 水平 近く 迄大きく 外側 に 折り、 端部を 曲 げて 丸く 納め
てい る。 為 に、 受け 口 状の口縁部 とな る。 上層 出土。
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l1 は 砥石。 産地 箱根で安山 岩質。 方柱状で2 面を 使用している 。
図 示し 得な かった小片、 細片の 遺物 には上 ・ 中 層 からは、 かわら け、 常滑窯系製品、 手焙り、 下層か

らは、 かわら け、 常滑窯系製品、 ス ラ グ、 フ イ ゴの 羽口片、 手焙り と 美濃系 山 茶碗窯製品の 捏ね鉢口縁
部片が出 土している 。 捏ね鉢口縁部片は 胎土 は 精緻で滑らかな 灰色を 呈し、 端部を 丸く 納めている 。 こ

の 他 に礫、 貝 殻、 獣骨、 魚骨がある 。

土堀 9 （ 第 16

図

）

調壺区東側で検出 している 。 大 型 土城状遺構覆土 中 に掘方が 見られ、 白 黄色風成砂面上で検 出 した 逍
構群よりは、 や や 時期の 降る 逍構と 思われる 。 土 城上面部は 近 ・ 現代の 攪乱 により 削平 されている 。 土

堀の 平面形は 円形 と思われる 。 断面 形は 皿形、 土 城の 規模は 東西方向68cm、 南北方向は24 cm以上である 。
底部の 深 さは 確認 面から1 7cmを 測る 。

覆 土は 大型土堀状遣構上層 覆土 と ほ ほ同 じ 賠褐色砂質
土 である 。

出土遺物 （ 第1 6図 ー1 ~ 2 · 図版1 0)
2 点 図示できた。

ロニ ロー
ー�

Om

�三三口［三§?2

＼ ゜ 1 m  
0 5cm 
1 「

l 、 2 は ロ ク ロ 成形の かわら け 。 第16図 土堀 9

l は小型品 。 体部は 比較的 外 に 開き、 口縁部でわずかに 外 反する 。 2 は大型 品。 イ本部は 緩や かに内 詞
しながら立ち上がる 。 底部は 底上げ 風になっている 。

図 示し 得な かった小片、 細片の遺物 には、 かわら け、 常滑窯系製品、 伊勢系土 鍋、 山 茶碗窯系 製品、
獣骨、 魚骨、 礫、 貝 殻がある 。

土堀1 0 （ 第 18図 ）

調壺区北側中央で検出 している 。 中 世遺物 包含層である 11音褐色砂質土 層 中 に掘方が見られ、 白 黄色風

成砂面上で検 出した 遺構群よりはや や 時期の 降る遺構と 思われる 。 柱穴様の 小士堀で 平面形は 不整円形、

断面形は U 字形を 呈する 。 土堀の 規模は 東西方向3 5cm、 南北方向は28cmである 。 底部の 深 さは 確認 面か
ら38cmを 測る 。

覆土 は 中世遺物 位含層 と ほ ほ同 じ 暗褐色砂質土 である 。

出土遺物

かわら け、 常滑窯系製品、 礫、 貝 殻が 若干出土 しているが、 図 示で きるものはな かった 。

土堀1 1 （ 第 17

図

）
調壺区北側の や や 西寄りで検 出している 。 中泄遺物 包含層である 暗褐色砂質土 層 中 に掘方が見られ、

白 黄色風 成砂面上で検 出 した 遣構群よりはや や 時期の 降る 遺構と思われる 。 柱穴様の 小土 城で 平面形は

楕 円形、 断面形は U 字形を 呈する 。 土 城の 規模は 東西方向3 0cm、 南北方
／口［＼一 疇璽

向は2 7cmである 。 底部の 深 さは 確認 面から4 0cmを 測る 。 〇ご〗 1
覆土は 中世逍物 包含層 と ほ ほ同 じ暗褐色砂質土で、 2 層 に大 別でき 下 6.0m

層 に比べて 上層は 締 まりが 弱い 。
―�Jー に＿―’cm

出土遺物 （ 第1 7図 一1 . 図版 1 0) 0 0.5m 
9 1 

1 点図 示できた 。 第1 7図 土堀1 1
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l は 滑石製品。 形 状は 三角形、 厚みは1 cmを 測る 。 面 上には 未貰通 の 円形の彫り 込みが 6 ヶ所 みられ

る 。
図 示し 得なかっ た 小片、 細片の遺物 には、 かわら け、 鉄製 の 和 釘 状 製品、 滑石細片、 常滑窯系製品、

礫、 貝 殻がある 。

土堀1 2 （ 第18図 ）
調査 枢北側 ほ ほ中央で検 出している 。 柱穴様の小士 堀で 平面 形は 円形、 断面形は 浅い fil1形を呈する 。

土堀の規模は 東西方向2 0cm、 南北方向も2 0cmである 。 底部の深 さは確認 面 から 7 cmを 測る 。

出土遺物
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層は 白 色砂質土 層である 。
出土遺物

土堀1 2 土壊1 4
第 1 8図 土堀1 0、 1 2 、 1 3 、 1 4 、 1 6

かわら け、 山 茶碗窯系製 品、 貝殻、 礫が 若干 出 土しているが、 図 示で きるも のはなかっ た 。

土堀1 4 （ 第18固 ）
調査 区中央、 や や 東寄り の所で検 出している 。 柱穴様の小士 堀で 平面形は 円形、 断面形は 逆台形を 呈

する 。 土 堀の規模は 東西方向22 cm、 南北方向は23 cmである 。 底部の 深 さは確認 面から11 cmを 測る 。

出土遺物

貝 殻が 若 干 出 土しているが、 図 示で きるも のはなかっ た 。

土堀1 5 （ 第19

図

）
調査 区西側、 方形竪穴建槃址南東隅で検 出している 。 柱穴様の小士 城で 方形竪穴建築址 と 切り 合いを

持つが 新旧関係は 不 明。 平面形は 円形、 断面形は 深い U 字形を 星する 。 土 城 の規模は 東西 方向2 8cm、 南
北方向は2 7cmである 。 底部の深 さは確認 面 から3 6cmを 測る 。

出土遺物（ 第19図 ー1 ・ 図版1 0)

1 点 が図 示で きた 。
l は ロ ク ロ成形のかわら け の小型品 。 器陛は 比較的厚く 底部から 緩

や かに内 胄しながら立 ち上がる 。 外 面 はなだらかで稜はも た ない 。

図 示し 得なかっ た 小片、 細片の遺物 にはかわら け、 貝 殻、 礫がある 。

— □ - l �工31
6.1 0k ° 5cm 

V 。

I I 

0.5m 
| I 

第1 9図 土堀1 5
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土堀1 6 （第 18

図

）
調査区南 西 隅で 検出 している 。 柱穴様の小土堀で 土堀2 と 切り 合い を 持つが、 新旧関係は 不明。 平面

形は 円形、 断面形は 深い U 字形 を 呈する 。 士城の 規模は 東西方向33 cm、 南北方向は31 cmである 。 底部の

深 さは確認 面か ら58cm を 測る 。
出土遺物

かわ ら け、 貝 殻が 若干出土 しているが、 図示で きるものはな かった 。

w • 井戸址 （ 第20 図 ・ 図版 6 )

調査区南寄り 東壁際で 一部 を 検出 した 。 掘り方の 西 側部 分の 検 出で井戸主体部は 調査区外にある 。 限
られた 部 分の 調杏であ った 為、 掘り方規模、 井戸枠の 有無等 は確認出来な かった 。 平面形は 円形、 又は
不整方形 と 思われる。 遺構の 規模は 東西方向150 cm以上、 南北方向は40 cm以上である。 調査は 崩落 危 険
防止の 為、 確認 面より 約45 cm、 悔抜数値5 · 6mの 深 さ で 打切り、 終了している 。 依って 完掘はしていな
し ‘ °

調壺区東壁の土 層 観察では 、 洵抜数値約6 ·8mの 高
さで 井戸址は 近 ・ 現代の 盛土 に 削 平 されている 。 これ

より 検出 した 部 分迄の 深 さは120 cmを 測る。

覆土 は2 層に 大別でき ほ ぽ水平堆積 をしていて、 上

層は 江戸時代 耕作土 である 茶褐色砂質土 と 、 これ を ブ

ロ ッ ク 状 に含 む 白 色 貝 殻砂質土 層、 下層は 貝 殻片を 多

鼠に 含 む 黄褐色砂 と 白 色砂の 混 ざり 合 った 砂質土 であ
る。

井戸址東側の 掘方、 覆土中に 江戸時 代耕作土 の堆積

が確認出 来るの で、 近世 まで 降る遺構と も思われるが、

わずかに 出土した遺物は 中槻のものである 。
出土遺物

かわ ら け、 常滑窯系製品、 ス ラ グ、 礫が 若 干 出土 し
ているが、 いずれも 細片であり、 図 示で きるものはな

かった 。

カ ク ラ ン
7.0m 

土籾注記
］ 茶褐色砂質土I罰 近世耕作土

\ 1' 茶褐色砂夜［土/';", 近也耕作土
2~ 5 貝殻片 を 密 に 含 む 白 色砂 中 に 1 野 が プ ロ ・ノ ク

状 に 入 っ て い る
6 ~ 1 1  焚褐色砂 と 臼 色砂の混合、 貝殻片 を 密 に含む

／
／ ゜ 1 m  

第20図 井戸址

V ・ 遺物包含層 中 出土遺物 （ 中世 ） （ 第21 図 ー1 ~29 ・ 図版11)

明褐色から 暗褐 色 の砂質土 層で近 ・ 現代の 削平 を 受けて いた 為、 層 自体の 原 さは20 ~30 crn程度 と 薄層
であったが、 層 中か らは かわら けを主体に 多くの遺物が 出土 している。

29点 が図示で きた 。
1 · 7 · 9 は 手捏 ね成形の かわ ら け 。 大 型 品 (1 ）、 中 型 品 (9)、 小型 品 （ 7 ) がある 。

1 は 体部はや や 開き気味に立ち上がり 口唇部がつ まみ上げているため 端部は 若干三角形 状を 呈する 。

7 は 体部は 直線的に 斜め上方に立 ち上がり、 底部は 平底風に平坦になっている。 口 唇部は 丸く お さめて

いる。 9 は 器墜が 厚く見 込み部 分が ヘ ソ 皿 状 に 盛り上がっている 。
2 ~ 6 · 8 ·10 ·11 は ロ ク ロ成形の かわ ら け。 小型 品 (2 ~ 6 · 8) と 大 型 品 (10 · 11) がある 。
2 は 器壁は 薄く、 体部の立ち上がる 角 度は 急。 口 径は小 さくそれ と 比較して 器高は 高い 。 3 · 5 は 短
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い イ本部が 緩や かに内齊 しながら立 ち上がる 。 口径 と 比較 して 器高は 低い 。 4 · 6 は 体部が 比較的外に 開
く 。 口縁部 下にはや や 強めの 稜が 巡る 。 8 は イ本部が 直線的に 開いている 。 10 は 器壁は 薄 く 、 体部は 緩や
かに内 胄 しながら立 ち上がる 。 底部は 糸切り位置が 低い ため 、 浅い 総高台状を 呈する 。 口 径 と 比較 して
底径は小 さ く 締 まって作 られている 。 11 は 体部は 緩や かに内 臀 しながら立ち上がる 。 口縁部 下には ヨ コ
ナ デによって 生 じた や や 強めの 稜が 巡る 。

12 ~1 5は常滑窯系製品。
12 · 1 3は捏ね鉢の 口縁部小片。
12 は イ本部 外面には 板ナ デ痕を残す 。 又、 角 張 っ た 口唇端部を 口縁部 外面の 強い ヨ コ ナ デによ って 外側

ヘ張りだ している 。 1 3は 体部 内 外面 と も指 頭による ナ デ痕を残 している 。 又 、 角 張っ た 口 唇端部を 口縁
部 外面の ヨ コ ナ デに 依って 、 凹状にへこ ま せている 。

14 · 1 5は 壺。
14 は 口縁部小片。 や や 外反り しながら立 ち上がる 頸部 から 強い ヨ コ ナ デによって 水平近 く まで 折り 曲

げ 口縁端部を上方へ延ば している 。 縁帯部は ヨ コ ナ デによって 凹んでいる 。 胎土 は 灰 色 、 央雑物の 殆ど

見られない良精土 である 。 1 5は 口縁部 から 肩部に かけての小片。 口縁部を 折り 曲 げ 頸部に接続 さ せてい
る 。 張りのある 肩部の 内面は指 頭 痕が 明 瞭に残っている 。 器表は 灰色 、 胎土 は 暗灰 色 、 器色橙色央雑物

の 殆ど見られない良精土 。

1 6~18は 瀬戸窯製品 。
1 6は 卸 し JII1の 底部 片。 器表面 露胎、 内側面は 薄 く 灰釉で施釉 している 。 底部は 糸切り 痕 明 瞭に残るが 、

卸 目は 粗雑な作 り 、 ヘ ラ 状工具で斜め方向に鋭 く 切り 込んでいる 。 胎士 は 灰色 、 堅緻である 。

1 7  · 18は 鉢口縁部小片。
1 7は 体部 外面は ロ ク ロ成形痕 明瞭。 口縁端部は 丸 く 納めている 。 器表面 ・ 内 側面 共ににや や 厚 く 灰釉

で施釉 している 。 胎土 は 灰色で 精 良土。 18は イ本部をや や 厚 く 灰 釉で施釉 している 。 器表は 口縁部を 強い

ョ コ ナ デによって 端部を水平方向へ折り 曲 げ 、 内側には 尖帯を形成 している 。 外面は ロ ク ロ成形痕 明 瞭。
胎土 は 灰色 、 精良土 である 。

19~21 は 舶載品。

19は 白 磁 口 冗JII1の 口縁部小片。 口縁部に かけて 大き く 外傾する 。 釉は 灰 白 色失 透。

20 は花生の ）l尉部 下位から 底部に かけての小片。 澄んだ 明淡緑色の 釉が 畳付の 部 分を 除いて 厚 く 施 され

ている 。
2 1は 同安窯系青磁櫛掻文碗の 体部 細片、 器壁は 薄 く 、 内 外両面に櫛歯状の エ具によ って 浅い 条線が 彫

られている 。 釉は 淡灰緑色失 透。
22 は 瓦質研磨手焙りの 口縁部小片。 口縁部が 内方に 張りだす形で 、 口縁上端は ほ ほ水平に 整 形 されて

いる 。 器表は 横位によ く 磨かれている 。

2 3は 鍔釜の 口縁部 から 体部にかけての 破片。 薄い 聖の 胴部 から内 傾 し 口縁端部は 肥厚せずに 丸 く 納め
ている 。 鍔部は 断面 楔状の 貼り 付 け 。 体部内 外側面 共に 、 加熱痕剥離等は見られない 。 器表は 茶色から

焦茶色、 内側は 褐色である 。 胎士 は 明るい 粘土 色で 軟質 、 央雑物見られない 精良士 である 。
24 · 2 5は 銅銭。
24 は 銭種政和通宝で 、 初鋳年は1111 年（ 北宋代）である 。 2 5は 銭種開元通宝で 、 初鋳年は 621 （ 唐代）

である 。
2 6~29は 鉄製の 利釘状製 品 。
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以下、 図示し 得なかった小片、 細 片 の遺物 について 記 す 。
常滑窯系 製 品 の 甕の口縁部から 頸部 にか けて の小片はや や 外反りしながら立ち上がる 長い 頸部から 強

ぃ ョ コ ナ デ によって 水平方向に 外反り さ せた口縁端部 に、 上方へ垂直 に立つ縁帯を 貼りつ けている 。 縁
帯 幅2 . 7cm。 胎土は灰色、 粘性 強い 粗土 である 。

瀬戸窯製品は 洗 または 折縁皿 と 思われる 底部から 胴部 にか けて の小片は、 器表は ロ ク ロ成形痕 明 瞭で
底部から 底部近く の胴部は 露胎である 。 底部は 糸切り 。 内側 には 灰釉を 施 釉している 。 胎士は 暗黄灰色
で 堅緻。 入子は 無 釉 の製品で 底部 糸切り 痕 の残る ロ ク ロ成形のも のである 。 こ の他、 灰釉仏華瓶の胴部
細 片が出土 している 。

瓦質製品は 捏 ね鉢の口縁部 片が 出土 している 。 こ の 製 品は 器表 に 二次焼成 の 痕が 見られ、 口縁部は 肥

厚し 端 部を 丸く 納 めている 。 胎土 は 白 灰色、 軟質で小石粒見られるが 精良な土 である 。 輪花浅鉢形手焙

り の）脚部は 板 状 と いうより方柱に近い 逆台形を 呈す 貼りつ け のも のである 。 胎土 は 灰色で柑胎。
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第21 図 包含層 出土遺物 （ 中世）
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山 茶碗窯系製品 は 全 て 胎士粗胎の 握美窯系製品であ る。 口縁部 は ヨ コ ナ デによって 肥厚 さ せた 口縁端
部を 玉縁状に 丸く 納めてい るもの 、 端部 丸く 納めてい るもの 、 口縁部を ヨ コ ナ デ し端部を 肥厚 さ せ 凹線
を 巡ら せてい るもの が見られ る。

砥石 は砂岩質で 産地玉川のもの と 流文岩 質凝灰岩で 産 地丹沢の もの が1 点ずつ 出土 してい る。
硯 は コ ー ナ 一 部分の 細 片で丘部か悔部 分なの かは不 明。 材 質 は 粘板岩質で 産 地 は 不 明であ る。

VI ・ 遺物包含層 中 出 土遺物 （ 近 ・ 現代） （ 第22 図 ー1 ~ 2 ・ 図版10)

重機によ る 表土 掘 削後、 中 世遺物絋含層検 出 時に 出 土 し た もの。
2 点 が図示で きた。

1 は常滑窯系製品の 捏ね鉢の 口縁部小片。 口縁部 は ヨ コ ナ デが強く、 ロ
唇端部は三 角形 に 尖ってい る。 片 口は指 頭により 外 へ押 し 出 して 作られて

い る が、 作り は 雑。 胎 土 は 11音灰色、 粘性 強く 径O ·lcm大の 央雑物 が見られ
る。

二
2 は瓦質手焙りの 口縁部 片。 輪積 成形 後に ヨ コ ナ デ整形 、 口縁部 は 角 張

り 外 面 に は、 菊 花押印文が配 されてい る。 器表、 内 側 共に 暗橙色を 呈 して

二二二

□(～｀--• 翌ゾ 2 

い る。 内 外 面 共に 加 熱痕は 見られない。 器厚 は1 .2 cm、 胎 土は 淡橙色で小
0 1 0cm 

石等 央雑物の 見られ る 粗い土 であ る。 第22図 包含層中 出土遺物 （近 ・ 現代）

WI ・ 中 世基盤層 直上出 土遺物 （ 第23図 一 1 ~ 6 ・ 図版10 )

中 世基 盤層であ る 白 黄色風成砂層面上で 遺構検 出 作業を 行なっ た 時に 出 土 した もの。
6 点が図示で きた。
1 ~ 5 は ロ ク ロ 成形の かわら けの小型 品。
1 は体部 は比較的 外に 開き、 底部は 糸切り 位置が低い ため、 浅い 総高 ー三ご-ーェ三戸ク2

こ3
台状を 呈す る。 2 は 体部 は緩や かに 内胄 しな がら 立ち上がり、 外 面 下位 ―-＝ ==＝
に は弱い 稜が巡ってい る。 3 は緩や かに内 臀 しな がら 立ち上がり、 口縁 喝j- 0 
部でや や 外 反りす る。 外面 中位にはや や 強い 稜が巡ってい る。 4 はイ本部 ーこで三三圭三 ー＝ジ) 4 6 

が短く 、 比較的 外に開く。 口縁部下に はや や 強めの 稜が巡 る。 5 はイ本部 ▽二□□□三 ＿ ＿ /?
5 0 5cm 

I I 

が直線的に開いてい る。 第23図 中世基盤層直上出土遺物

6 は鉄鏃。
図示 し得な かっ た 小片、 細 片の遺物には常滑窯系製品、 瀬戸窯製品、 山 茶碗窯系製 品、 鉄製の 和釘状

製品、 ス ラ グがあ る。

\/1II ・ 表採遺物

かわら け、 常滑窯系製品、 瀬戸窯製品の 小片、 細 片を 採集 してい る が、図示で きるもの はな かっ た。
この 内、 瀬戸窯 製 品で碗 （皿 ） の 口縁部 片 は、 口縁部付近で 肥厚 し端部を 丸く 納めてい る。 口縁部に

は淡緑色の 灰釉を 施 釉 してい る が、 胴部より 下 は 露胎であ る。 胎土 は 白 灰色で 良精土。
常滑窯系製品の 壺の 口縁部 片 は、 口縁部を 折り 曲 げ 頸部に接続 さ せてい る。 器表はや や 暗い 灰 色。 胎

土 は 暗灰色で 央雑物の 見られない 良精土 であ る。
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区 ・ 自 然遺物

本調査地点か ら 出 土 し た 自 然追物 は 貝 類 、 鳥、 獣、 魚骨 で あ る 。 植物種子 は調壺地 点 の堆積土 層 が砂

を 主体 と し て い る 為 、 逍物 と し て 追存 し に く い 条 件 に あ り 、 確認 ・ 採集す る 事 は 出 来 な か っ た。

貝類

貝 類 の 出 士 は 中 世辿物包含層 、 検出 し た 各辿構覆土中か ら で あ る が、 柱穴様の小土堀 を 含む士城の も

の が一括廃棄様であ る の に 対 し 、 大型土堀状逍梢 の も の は 覆 士の堆積等の 観察か ら 、 連続的 な廃棄の傾

向 が見 ら れ た 。

30種程確認の 出 来 た 貝類逍体の多 く は 食用 に 供 し た も の と 考 え ら れ、 出 土 し た 貝 類 の組成の主体は ハ

マ グ リ 、 ア カ ニ シ 、 キ サ ゴであ る 。 尚 、 千葉地遺跡等か ら 出 土 し て い る 螺釧細工の原 料 と し て 奄美諸 島

以南 か ら も た ら さ れ た ヤ コ ウ ガ イ 、 漆加工の際の容器 と し て 用 い ら れ た と 考 え ら れ る 、 ハ マ グ リ 等 の 貝

殻 の 内側 に漆の付着 し た も の は 本調査地点か ら は 出 土 し な か っ た 。 ハ マ グ リ は殻長が、 7 cm と 5 cm に 大

別 で き 、 貝 の 大 き さ は ほ ぽ整 っ て い る 。 採集 に 際 し て 選択が行 な わ れ た の だ ろ う 。 チ ョ ウ セ ン ハ マ グ リ

は 多 く が殻破片 と し て 出 土 し て い る 。 殻長が10cm を 越 え る も の で あ り 食用 の 際、 殻 ご と 漆器等の容器に

盛 る に は 少 々 大 き 過 ぎ る と 思 わ れ る の で、 ア カ ニ シ 同 様、 殻 を 打 ち 割 り 肉 を 取 り 出 し た 後、 調理 ・ 加 工

が施 さ れ た の で は な い だ ろ う か。

鳥 、 獣 、 魚骨

鳥 骨 で は ガ ン ・ カ モ 、 獣骨 で は イ ヌ ・ ウ サ ギ ・ シ カ ・ タ ヌ キ ・ ネ ズ ミ 、 魚 骨 で は カ ツ オ ・ ク ロ ダ イ ・

コ チ ・ サ メ ・ タ イ ・ プ リ ・ マ グ ロ ・ マ ダ イ 等 の 骨 が出 土 し て い る 。 切断、 削 痕 の あ る 獣骨 も 見 ら れ る が

少量で、 出 土 し た 骨 の 大部分は加工 品 と い う よ り 食用 の 残滓 と 考 え ら れ る 。
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第四章 ま と め
今回の 調査で 得られた 資料を ま とめて みる と 、 出土 辿物の 主体は ロ ク ロ 成形の かわら けであり、 常滑·

窯系製品の 甕 ． 捏ね鉢、 山 茶碗窯系製品の 捏ね鉢等の 什器類がこれに続 く 。 舶 載品の 出土 は極少量で 細
片が 多い。 その 他 には、 フ イ ゴの 羽 ロ ・ ス ラ グ等の 鋳造関係造物、 鉄 製の 和 釘状製品の 出土 が 見られた。
追物は 全 体的 に小片から 細 片で 占められ、 このこ と から 考 えて 出土 辿物の 大半は地業土 に 混入して 辿跡

内 に持ち 込 まれた 可 能性が 高い。
鉄 製の 和釘 状 製品は 調査区全体から 合わ せて93 本程出 土している。 利釘の 断面形は 全 て 四 角いものだ

が、 用 途不 明の もの には 断面が 扁 平 四 角なもの も 見られる。 和 釘の 頭部は その まま折り 曲 げ た もの 、 叩
き 潰して 平た く 伸ばし た 後 に 折り 曲 げ た もの等があるが、 本調査地 点では後者の もの が 多い。 長さは 出

土 し た 和釘の 全てが 先端部を 欠損しているの で 正確な 数値は 出せないが、 2 寸 (66mm) から3 寸 (99mm)

の 間 に納 まるもの と 思われる。 中 には長さがl 寸以下 (25 mm以下 ） の 和釘も見られ、 用 途事の 使い 分け

が 考 えられそ うである。 和釘以外 には 掛金 状の製品、 扁平な 棒状の 製品等が見られる。
検 出し た 逍構のう ち方形竪穴建築址 と 南北方 向 に展 開する土 城列 （土 堀1 · 3 · 4 · 7 · 13) につい

ては 辿跡の北側 に面する 道路 に 対し ほ ほ直交する 軸方位を と つて おり、 道路そのもの が 道路そのもの 、
あるいは 何らかの 区画 と して 中 世 まで 遡る 可能性が 高い。 尚、 由 比ヶ 浜 一 丁 目1 18番地 点、 由 比ヶ 浜 一

丁 目123 番5 外地 点で 検 出し た追構もこの 道路 と ほ ぼ平行 ・ 直交する。

方形竪穴建築址の 所 産時 期 については 、 方形竪穴建築址 に伴う逍構と 考 えられる 東側 に 近接する 土堀

8の 覆土 下層から 出土 し た かわら けから14世紀前半頃 と 思われる。
大型土 城 状遺構は 部 分的な 検 出であり、 逍構と しての 性 格や 大きさは 把握し 得なかっ た が調査区北側

の 辿構断面の 観察では、 北側の 道路 まで 延 びる 様な 規模である。 南北軸線の方位は N -3 ° - Eを 測り、
北側道路の 軸線 に 対し 約55 ゜の 傾きを見せている。 この ような 庫Ill方位をもつ遺構は 由比ヶ 浜一丁 目118番

地 点、 由 比ヶ 浜一丁 目123 番5 外地 点からは 検 出されていない。
辿構覆土 中 出土の遺物は ロ ク ロ 成形のかわら けが主体的だが 手捏ね成形のかわら けや 、 龍泉窯系青磁

画花文碗の小片等も 少量 出土 している。 又、 伊勢系土 鍋の 様に鎌倉時 代後半に搬入される追物も 混 ざっ

て 出土 している。 年 代 的 には13 世紀後半から1 4世紀前半 ・ 中 頃であろうか。 方形竪穴建築址よりは古い
追構である。

上記の追梢は 他の土 城も 含め 中 世基 盤層である 白 黄色風成砂面 上、 又は 基盤層の上の 白 色砂から 掘込
まれている遺構であるが、 次 にはこれらの 遺構を 埋める形で、 地業が 行なわれる。 この 面の 上 には 方形

竪穴建築址の 様な 白 黄色風成砂層 迄達する 建物は 作られなかっ た 様で 逍構の 検 出は 柱穴様の 小土 堀2 基

の みであっ た。

中 世後期から 近世以降、 本調査地 点は 耕作 地 と なる 様で、 調査区東側の 土層 中 には 耕作土 と 思われる
茶褐色砂質土の 堆積が見られた。 この 頃 に調査区東側 に 井戸が 造られた 様だが、 上部は 近 ・ 現代の 攪乱

によって失われている。

（ 参考 文 献） 馬淵和夫 「由 比 ヶ 浜一丁 H I l8番地点」 「鎌倉市狸蔵文化財緊念調杏報告苫1 I j 鎌愈市教育 委 貝 会 （ 平成 7 年）

馬淵和夫 「 由 比 ヶ 浜一丁 目 ］ 23番 5 外地点」 「鎌倉 市埋蔵 文化財緊怠調介報 告閻l l j 鎌倉市教育 委 員 会 （ 平成 7 年：）
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第 1 表 出土遺物観察表

方形竪穴建築址 出土遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

1 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

2 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

3 ロ ク ロ成形底部糸切 り かわ ら け

4 ロ ク ロ 成形底祁糸切 り かわ ら け

5 ロ ク ロ成形底部糸切 り かわ ら け

6 ロ ク ロ 成形底祁糸切 り かわ ら け

7 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

8 ロ ク ロ 成形底蔀糸切 り かわ ら け

， ロ ク ロ 成形底冊糸切 り かわ ら け

1 0  喘滑窯系製品 片口鉢

1 1  幣滑窯系製品 壷

1 2  喘滑窯系製品 甕

1 3  喘滑窯系製品 捏ね鉢

1 4  山 茶碗窯系製品 捏ね鉢

1 5  龍泉窯系青磁蓮弁文碗

1 6  龍泉窯系青磁蓮弁文碗

1 7  硯

18  備滑窯系転用品 磨 り ト コ ナ メ

1 9  フ イ ゴ羽 日

20 鉄製利釘状製品

21 鉄製利釘状製品

22 鉄製利釘状製品

23 鉄製利釘状製品

24 鉄製和釘状製品

25 鉄製利釘状製品

26 鉄製利釘状製品

27 鉄製和釘状製品

28 鉄製利釘状製品

29 鉄製利釘状製品

30 火打ち石 (iI，t淵）

法凪 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

口径 （3. 3) 底径 (3. 4) 器高 0. 9

口径 （7. 8) 底径 (6. 2) 器高 1 . 7

口径 （8. 0) 底径 （5. 9) 器高 1 . 6 

口径 （8. 0) 底径 (5. 8) 器高 I . 5 

日径 （7. 9) 底径(4 . 9) 器裔 I . 5 

口径 7. 5 底径 4 . 7 器高 I . 85 

日径 14. 4 底径 8. 2 器高 3. 7 

口径( 13, 9) 底径 (8, 5) 器高 3. I 

日径 (12, 8) 底径(5. 8) 器扁 3, 85

日径 14. 1 底径 9. 8 器高 6. I 

日径 (9. 85) 折 り 返 し rll l . 3 

不明 縁帯rl l 3. 3 

口径(31 . 5) 

不附

口径(15. 45) 

不明

残存長2. 85

大 き さ 8, Q X 6, 25 器原0. 8 

復元径8, 8 中央に径3. 55の孔 原 さ 2. 55

残存長8. 9 断而長方形 0, 4 X 0, 8 

残存長6. 53 断雁方形 0. 45 X 0. 32 

残存長5. 0 断面方形 0. 65 X 0. 75 

残存長5. 35 断面円形 0. 65 X 0.  65 

残存長5. 35 断而三角 ？ 0. 75 X 0 .  6 

残存長4, 7 断而方形 0, 8 X 0, 65 

残存長3. 45 断面方形 0, 5 X 0, 7 

残存長3. 75 断而方形 0. 6 X 0. 5 

残存長3. 8 断面長方形 0. 6 X 0. 25 

残存長4. 1 断而方形 0, 5 X 0, 35 

大 き さ 1 . ] 5 x 2. 5
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残存値 ・ 出土部位 ・ /.lj土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加飾な ど

I 4 叫層出土 極小品 器色橙色 ， 胎士粉質

I 3 下層川土 器色淡粘土色 ・ 胎土砂徴量に含む

I 2弱 下層～底面Ill土 器色淡粘土色 ， 胎土砂微最含む

I 3 中層伯土 器色淡粘土色 ・ 胎土粉質

I 4 上屈枇土 器色談粘土色 ， 胎土砂微批に含む

2 3 上層柑土 器色i炎粘土色 ・ 胎土やや胤い粉質

l 2 履土中 器色淡橙色 ・ 胎土やや粗い粉質

I 4 下層川土 器色淡粘土色 ， やや粗い粉質

I 4 上層111土 談橙色 ・ やや胤い粉贋

1 4 上層1Jj土 内面磨耗 捏鉢と して使Jfl

[I縁棉小片下層IJJ土

日縁部～頭部小）午 巾層州土 中野 8 型式

日縁部小片 巾層 ＋ 下層柑土

日縁部小片 」渇1.l1土 美濃系 胎土淡暗灰色良精土

日縁部～胴部小片 上層柑土 釉は澄んだオ リ ー プ色

日縁部細片 裏込1:1咄土 釉は澄んだ空色

コ ー ナ 一部細片 粘板岩質産地不"Jl

屑郁小片 下層 Ill土 側縁翡全周使IIl

先躇部は鉱物が溶着 している

下層1廿土

上屈批土

下屈～底面批土

中陪LIL土 掛金状に端部を丸< |Illげて環状にしてい る

上層�I土

履t中

中僧UI土

裏込め1:1咄土

上屑川士

下層批土

上層1.l1土



大型土城状遺構 出 土遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

1 手捏ね成形かわ ら け

2 手捏ね成形かわ ら け

3 手捏ね成形かわ ら け

4 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

5 ロ ク ロ 成形底祁糸切 り かわ ら け

6 ロ ク ロ 成形底蔀糸切 り かわ ら け

7 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

8 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け， ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

1 0  ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

1 1  ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

1 2  ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

1 3  ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

14  ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

1 5  ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

1 6  伊勢系土鍋

1 7  喘滑窯系製品 甕 （小型）

1 8  白磁 口JLllII （碗）

1 9  龍泉窯系青磁割花文碗

20 帰属年代 ・ 産地不明叫甕

21 土錘

22 銅銭

23 鉄製和釘状製品

24 鉄製和釘状製品

25 鉄製和釘状製品

26 鉄製利釘状製品

27 鉄製利釘状製品

28 鉄製利釘状製品

29 鉄製禾11釘状製品

30 鉄製牙I]釘状製品

3 1  鉄製和釘状製品

32 鉄製和釘状製品

33 鉄製和釘状製品

34 鉄製利釘状製品

35 鉄製利釘状製品

36 渥美窯系転用 品

法屈 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

口径 （8, 8) 底径 器裔 2, 15 

口径 9. 1 底径 7. 6 器高 I . 6 

日径( 13, 0) 底径 器高 2. 8

日径 8. 85 底径 6. 7 器高 I . 55 

日径 （8, 4) 底径(6. 6) 器高 I . 65 

日径 8. 2 底径 6, 6 器高 1. 35

口径 （8. 4) 底径 5. 8 器高 2. 0

口径 8, 2 底径 6. 4 器高 1 . 3

口径 7. 45 底径 4. 7 器扁 1. 7

口径 (13, 5) 底径 8, 3 器高 3, 05

口径 13. 0 底径 8. 6 器裔 3. 1

口径 13. 2 底径 7. 1 器高 3. 4 

口径 12. 8 底径 7. 8 器高 3. 1

口径( 12. 4) 底径 (8. I ) 器高 3. 7 

日径 ( JO. 9) 底径 (6. 4) 器高 3. 1 5

口径 (28. 4) 

縁冊ll] 1 . 5 器厚0. 8 

口径 (10. 4 )  

高台部欠損 底径6. 75 

大 き さ ( JO, 2 x 3. 4) 器厚0. 75 

残存長2. 45 中央に径0. 4/l)孔

銭種 1井j元通宝 初鋳62 1年 時代 唐

残存長7. 25 断而長方形 0. 7 X 0. 45 

残存長6. 95 断面方形 0. 55 X 0. 5 

残存長6. 8 断面方形 0. 6 x o. 6 
残存長6. 2 断而方形 0. 4 X 0. 65 

残存長4. 75 断面方形 0, 45 X 0, 55 

残存長6, 0 断而方形 0. 5 X 0. 45 

残存長5. 85 断雁方形 0, 7 X 0, 55 

残存長4. 85 断面方形 0, 65 X 0. 45 

残存長2. 3 断面方形 0, 3 X 0, 35 

残存長3. 4 断面方形 Q, 4 X 0. 3 

残存長3. 1 断而方形 0, 65 X 0. 65 

残存長4. 6 断面方形 0. 5 X 0. 4 

残存長5. 25 断面方形 0. 4 X 0. 55 

残存長6. 6 x 4, 5 器厚（最大厚） 1 . 25

- 117-

残存値 ・ 出土音II位 ・ 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加飾な ど

114 下層11.＼土 器色粘土色 ・ 胎土粉質 焼成良好

I 2 上層1り土 器色橙色 ・ 胎土ややが1lい粉質焼成良好

I 3 貝殻集中部1』土 器色淡粘土色 ・ 胎士粉質

3 4 貝穀集中部批土 器色粘上色 ， 胎土粉質

2 3弱 貝殻集中部畠土 器色橙色 ・ 胎土ややが11い粉質

3 4 貝殻集中部批土 器色粘土色 ・ 胎土やや胤い粉質

1 3強 上層Ill土 底部静止糸切 り ？ 胎；；；；i炎黒色良精土

1 2強 内底面未調整ロ ク ロ成形痕残 器色粘土色粉質

完形品 貝殻集l: I噌II批士 器色灰11/L色 ・ 胎土砂微鼠に含む

1 /3 貝殻集中音1湘土 器色粘土色 ・ 胎土やや柑い粉質

略完形品 貝殻集中部批士 器色橙色 ・ 胎土やや胤い粉質

3 4 貝殻集巾部li土器色明淡色 ， 槻手胎土粉質精製品

3 4 貝殻集中部1ii土 器色粘土色 ， 胎土やや削い名）質

I 2弱 貝殻集中棉川t 器色橙色 ・ 胎土やや札lい粉質

3 4 上憎Ili土 器色橙色 ・ 胎土砂微龍に含む

上層 8 点下層 4 点他覆土中 4 点、 土坑 9 包含層各 l 、1:i /li土

日縁部～頚部小片 中野 6 a ~  6 b 型式

日縁部～1l恥部小片 中層出土 釉色青味灰日色失透

下層111土底部片内底面に蓮華文片切彫 り 釉は淡II音緑色透明

胴部I)ヽ片 上層 i±l土 焼成良好

1 2 丸枠に粘土巻付け指頭整形 淡橙色 ・ 胎土粉質

上層批土

上罹1.l1土

下罹111土

上屈Il•I土

下岡～底雁池土

上屈IlI士

上層Il1土

上層LJj土

上層叫土

上層札1土

上罹UI 土

上罹11 1土

上屈Il I土

下層 Il吐

胴部小片砥石転川 貝殻集中祁川士 両面使用側面未使川



土城 1 出 土遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

1 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
2 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
3 鉄製{Il釘状製品
4 鉄製利釘状製品

土城 2 出 土遺物観察表

No. 生産窯 · 器種

1 ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け
2 ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け
3 鉄製和釘状製品
4 鉄製和釘状製品

土城 3 出 土遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

1 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
2 ロ ク ロ 成形底祁糸切 り かわ ら け
3 ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け
4 銅銭
5 鉄製利釘状製品
6 鉄製利釘状製品

土城 4 出 土遺物観察表

No. 生産窯 · 器種

1 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
2 ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け
3 フ イ コV) 羽 口

4 鉄製利釘状製品

土城 5 出 土遺物観察表

No. 生産窯 · 器種

1 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

2 ロ ク ロ 成形底昴糸切 り かわ ら け

3 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

4 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

5 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

6 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

7 ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け

8 ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け， 鉄製和釘状製品

法 批 （ 単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

口径 8. 3 底径 6. l 器高1 . 7
口径(8. 0) 底径 (6. 1 ) 器研1 . 55 
残存長4. 3 断而方形 0, 5 X 0. 5 
残存長3. I 断面方形 0. 5 X 0. 4 

法量 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

口径(12, 8) 底径 (7. 3) 器高2, 8 
日径( l l . 6) 底径 (6. 2) 器高3. I 
残存長4, 65 断雁長方形 0, 35 X 0, 6 
残存長6, 6 断雁円形 0. 45 X 0. 4 

法量（単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

日径 （7. 4) 底径 (5. 0) 器高2. 1
口径( 1 2. 6) 底径 (8. 2) 器高3. 05
口径 13 . 2 底径 7. 4 器高3. 55
銭種 開元通宝 ？ 初鋳621年 時代 唐
残存長4. 45 断面方形 0. 6 X 0, 5 
残存長4. 7 断面方形 0, 4 X 0, 55 

法量 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

口径 （7. 9) 底径 (4. 8) 器高1 . 7
口径(13. 4) 底径 6. 9 器裔3, 7 

復元径7, 0 中央に径(2. 7) の孔

残存長5, 6 断面方形 0, 4 X 0. 4 

法量 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

口径 7, 5 底径5. 2 器高1 . 7

口径 7. 8 底径5. 4 器高1. 7

日径 7, 9 底径5, 0 器高2. 0 

日径 8. 9 底径5. 0 器裔1. 8

口径 9. 8 底径6, 0 器高2. 3 

日径12. 3 底径7. 4 器高3. 2 

口径l2. 4 底径8. 1 器高2. 8

口径12, 0 底径6. 2 器高3. 4

残存長4. 6 断両方形 Q, 6 X 0, 65 
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残存値 ， 出土蔀位 ， 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ， ｝JII飾な ど

略完形品 器色淡粘士色 ・ 胎土粉質
3/4 底龍巾央径 3 . 15cmの穿孔 粘士色 ・ 粉質

（焼成後穿孔）

残存値 ・ 出土部位 ・ 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ カll飾 な ど

1 2弱 器色橙色 ・ 胎士やや胤い粉質
1 3強 器色淡粘土色 ・ 胎土糀い粉質

残存値 ・ 出土部位 ・ 旧土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加 飾 な ど

I 2 器色談粘土色 ・ 胎土胤い粉質部分的赤褐色に変色
I 2 器色叫粘土色 ・ やや枡い粉質砂微猜に含む
略完形品 器色談橙色 ・ 胎土砂微量に含む

残存値 ・ 出土音li位 ・ 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加 飾 な ど

l 3弱 器色淡粘土色 ・ 胎土粉質

I 4強 器色橙色 ， 胎土やや祖い粉質

先端棉に諮物付着

残存値 ・ 出土剖1位 ・ 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加 飾 な ど

I 2 器色淡粘t色 ・ 粉質

2 3弱 器色淡粘士色 ・ 胎士粉質

1 2 器色II音赤褐色 ， 胎土やや胤い粉質 焼成良好

3/4 全体に龍 ＜ 煤付着 槻手胎土精製品

略完形品 器色淡粘土色 ， 胎土粉質

3/4 器色橙色 ・ 胎士やや枇い粉質

略完所燿， 器色褐色 ・ 胎土砂微蘭に含む

略完賂品 器色橙色 ・ 胎土砂微載に含む



土城 6 出土遺物観察表

No. 生産窯 · 器種

1 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
2 ロ ク ロ 成 形底部糸切 り かわ ら け
3 ロ ク ロ 成形底紐糸切 り かわ ら け
4 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
5 渥美窯系製品
6 鉄製利釘状製品
7 鉄製利釘状製品
8 鉄製利釘状製品， 鉄製利釘状製品
10 鉄製利釘状製品

士 城 7 出 土遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

1 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
2 備滑窯系製品 甕
3 鉄製利釘状製品
4 鉄製利釘状製品
5 鉄製和釘状製品
6 鉄製利釘状製品
7 鉄製禾[I釘状製品

土城8 出土遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

1 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
2 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
3 ロ ク ロ 成形底祁糸切 り かわ ら け
4 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
5 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
6 ロ ク ロ 成形底祁糸切 り かわ ら け
7 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け
8 ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け， ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け
10  涌戸窯製品 折縁鉢
1 1  砥石

土城9 出 土遺物観察表

法景 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

日径 （7. 0)  底径 (4. 3 )  器高1.55
口径( 12. I) 底径 (7. 0) 器高3, 6
口 径 ( 12, 8) 底径 (8. 5) 器高3. 2
口径 ( 14, 0) 底径 (8, 3) 器高3, 45 
大 き さ (6, 7) X 5, 5 器厚0. 8 
残存長8. 15 断而長方形 0. 5 X 0. 95 
残存長5. I 断面方形 0, 45 X 0. 35 
残存長4. 5 断而方形 0, 8 X 0,  75 
残存長4, 2 断面方形 0. 7 X 0. 55 
残存長4. 15 断而方形 0. 6 X 0, 5 

法屈 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

口径 ( l l . 0) 底径 (6, 0)  器高3, 3
残存長5. 5 縁僻巾2. 7 
残存長7. 65 断面方形 0, 7 X 0, 7 
残存長7. 5 断面方形 0, 45 X 0, 5 
残存長7. 2 断面方形 0, 6 X 0, 5 
残存長6. 0 断雁方形 Q, 7 X Q, 5 
残存長6. 25 断面方形 0, 5 X 0, 45 

法巌 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

口径 7. 1 底径 4. 2 器高2. 1
口径 7, 2 底径 4. 65 器高I . 6 

口径 7. 9 底径 4. 75 器高I . 9 
口径 8. 2 底径 6. 4 器高2. 0

口 径 ( 13. 0) 底径 (7. 9) 器高3. 8

口 径 (12 . 55) 底径 (5. 9) 器高3. 3
口径 13. 1 底径 7. 3 器高3. 55
日径 13. 35 底径 8. 0 器高3. 5 
日径 13. 6 底径 8. 2 器高3. 6 
日径 (24. 2) 
大 き さ5, 6 X (6, 3) 

残存値 ・ 出土部位 ・ 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ． 1JII飾 な ど

1 3 器包橙色 ・ 薄手胎土精製品
1 3強 器色淡橙色 ， 胎土粉質
1 4 器色叫橙色 ・ 槻手胎土精製品
I 2弱 器色叫橙色 ， 歯手胎土精製品
胴部小片転用 側緑部 2 ケ所に使用痕

残存値 ・ 出土部位 ・ 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加 飾 な ど

I 3 器色橙色 ・ 胎土やや胤い粉質
日緑龍～羅部小片

残存値 ・ 1:H土部位 ・ 出 土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加 飾 な ど

略完形品 下層川土 器色叫橙色 ・ 薄手胎土猜製品
完形品 下層批土 器色淡粘土色 ・ 胎土粉質
3 4 下罹ill土 器色談枯土色 ・ 胎土砂微屈に含む

完賂品 下屈出土 器色橙色 ， 胎土砂微菰に含む
1 4 下層柑土 器色淡橙色 ， 胎土粉質
l '4 下層川土 器色淡橙色 ・ 薄手胎土精製品
3 4 下層川士 器色淡橙色 ・ 薄手胎士精製品

略完形品 下層川土 器色淡粘土色 ， 胎土粉質
3 '4 下層川土 器色談橙色 ， 胎土粉質
日緑部小片上層出土
方柱状 上層批土 箱根産 安山岩質 2 面使用

No. 生産窯 ・ 器種 法景 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径 I 残存値 ・ 川土部位 ， Ili土位置 ， 胎土 ， 調整 ， 加飾 な ど

l ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け 口径 (8. 9) 底径 (5. 9) 器高1 . 55 
2 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け 日径 (11 . 5) 底径 (7. 5) 器高2. 2
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I 4 器色淡粘土色 ・ 胎土粉質
I 4 器色淡粘土色 ・ 胎土粉質



士堀1 1 出 士遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

1 滑石 （製品 ？ ）

土 城 1 5 出 土遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

法量 （ 単位cm) ＊ カ ッ コ は 復元径 I 残存値 ・ 出土郁位 ・ 出士位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加飾 な ど

大 き さ 2. 8 X 1. 7 X 1 2 厚み1 . 0 彪状三角形 面上に未貰通の円形の孔が 6 ケ所見 られる

法蟄 （ 単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径 I 残存値 • 1:H土音即位 ・ 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 ・ 加飾 な ど

1 I ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け 1 日径(7. 6) 底径 (6. 35) 器高1 . 6 I 4強 器色談粘土色 ， 胎土砂微批に含む

中 世遺物包含層 中 出 土遺物観察表

生産窯 ・ 器種

1 手捏ね成形かわ ら け

2 ロ ク ロ 成形底令II糸切 り かわ ら け

3 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

4 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

5 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

6 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

7 手捏ね成形かわ ら け

8 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け， 手捏ね成形かわ ら け

1 0  ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

1 1  ロ ク ロ 成 形底部糸切 り かわ ら け

1 2  儲滑窯系製品 捏ね鉢

13 儲滑窯系製品 捏ね鉢

1 4  常滑窯系製品 甕

1 5  常滑窯系製品 壷

1 6  瀬巨窯製品 鋪 しllll

1 7  瀕戸窯製品 鉢

1 8  淵戸窯製品 鉢

1 9  日 磁 口几1Ill

20 龍泉窯系青磁 花生

2 1  同安窯系櫛掻文碗

22 瓦質研磨手焙 り

23 鍔釜

24 銅銭

25 銅銭

26 鉄製利釘状製品

27 鉄製利l釘状製品

28 鉄製利釘状製品

29 鉄製利釘状製品

法屈 （ 単位cm) ＊ カ ッ コ は 復元径

日 径(12. 8) 底径 器高

日 径 6. 9 底径 5, 3 器高1 . 8

口 径 7, 15 底径 4, 9 器高1 . 4 

口径 (7. 3) 底径 (5. 3) 器高1. 9 

日径 (8, 0) 底径 (5. 3) 器高I . 6 

口径 7, 9 底径 5. 2 器高1 . 75

日径 8. 7 底径 7. 0 器高1. 7

日径 9. I 底径 6. 25 器高1. 75

日径 (9. 4) 底径 (7. 8)  器高1. 9 

日径(1 1 . 0) 底径 (6. I )  器高3. 4

日 径 12. 3 底径 8. 2 器高3. 8 

日径(32. 6)  

口 径 (30. 3 )  

口 径 (2 1 . 1 )  緑梢rI―J 1 .  05 

口径( 13, 4) 折返巾 1. 3

底径 9. 4 

日径(34, 8) 

日 径(32, 4) 

日 径 (9. 8) 

高台径 (8. 6)  

日径(32. 4 )  

日径 (17 , 2 )  

銭種 政利通宝 初鋳l l l l年 時代 北宋

銭種 開元通宝 初鋳621年 時代 1青

残存長8. 4 断而長方形 0. 4 X 0, 8 

残存長6. 75 断面方形 0. 4 X 0. 6 

残存長5. 5 断面方形 0. 5 X 0, 5 

残存長3. 4 断雁方形 0. 4 X 0. 55 
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残存値 ・ 出土部位 ・ 旧土位置 ・ 胎士 ・ 調整 ・ 加飾 な ど

1 4 器色橙色 ・ 胎土粉質

3 4強 器色橙色 ， 胎土粉質

3 4強 器色淡粘土色 ， 胎土粉質

I 4強 日緑部周 辺 タ ー ル付着粘土色粉質焼成良好

1 2弱 器色談粘土色 ・ 胎土砂微櫃に含む

I 2 器色淡粘t色 ・ 胎土粉質

2 3 ヘ ラ ・ 指頭に よ る調整器色淡橙色 ・ 胎土粉質

3 4 器色橙色 ， 胎土粉質

l 2弱 ヘ ソ 圃状に巾央盛上る 器色橙色 ・ 胎土粉質

I 3弱 器色淡橙色 ・ 胎土粉質

2 3 器色淡粘土色 ・ 胎土やや粗い粉質

日緑部小片

日縁昴小片

日緑部小片

日緑部～肩部小片 日縁部を折1H1げ玉縁状に している

底謡片租II 廿 は糀雑な作 り 器表露胎 • 内側薄 く 灰釉施釉

日緑部小片 灰釉麓釉 日縁部玉緑

IJ緑部小片 阪釉施釉 日緑部受け日状

日縁部小片 釉は灰日色失透

休部下半～底部小片釉は澄んだ明淡緑色 畳付祁露胎

休麟II 片 釉は談灰緑失透

口緑部小片 日縁部水平に内側へ大 き く 折 り 曲て い る

日縁部～｛本部片 千業地遺跡絹年15泄紀代



近 ・ 現代盛土 中 出 士遺物観察表

No. 生産窯 · 器種 法量 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

1 常滑窯系製品 捏ね鉢 器厚0. 95 
2 瓦質手焙 り 日縁音II下に径2. 75cm程の菊花文ス タ ン フ

器原1 . 2

中 世基 盤層直上出土遺物観察表

No. 生産窯 ・ 器種

1 ロ ク ロ 成形底蔀糸切 り かわ ら け

2 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

3 ロ ク ロ 成形底邸糸切 り かわ ら け

4 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

5 ロ ク ロ 成形底部糸切 り かわ ら け

6 鉄鏃

法薗 （単位cm) ＊ カ ッ コ は復元径

日径 （7. 2) 底径 (5. I) 器高I . 45 

日径 (7. 6) 底径 (5. 6) 器高1 . 7

日径 8. 7 底径 4. 8 器高1 . 95 

口径 （8. 6) 底径 (6. 1 ) 器高1 . 3

日 径 (8. 6) 底径 (6. 5) 器高1 . 65 

残存長8. 4 茎音11 (3. 0) 身先～身根 (5. 4) 
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残存値 ・ 出土部位 ・ 出土位置 ・ 胎土 ・ 調整 • }JIl飾な ど

日縁部小片 ）1 日は指頭押 し 柑 しで雑な作 り

日縁部小片 Iltl気味器壁立上底部に三方の脚が付 く タ イ プ

残存値 ・ 出 土部位 ・ 出士位置 ・ 胎土 ・ 調整 ． ．）JI I飾 な ど

1 2iii} 器色談粘土色 ， 胎土砂微枇に含む

1 2ilil タ ー ル付着 器色暗淡橙色 ・ 胎土砂微量に含む

略完形品 器色淡橙色 ・ 胎土粉質

1 2 穿孔品 内底面中央に径 0 , 751!)孔

I 2弱 器色淡粘土色 ・ 胎士粉質



第 2 表 出土遺物点数表 か わ ら け

数値は 接合作業を 行い、 逍物の 復元を 試みた後のもの である 。 完形品の1 点 も細片の1 点 も 同 じl点
と して 計算している 。 個 体数の 算出方法につ いては 「第 4 回貿易 陶磁研究集会 その成 果 と 課題」『貿

易 陶磁研究」 No. 4 貿易 陶 磁研究会（ 小野正 敏1984)、「 食器計量の意義 と方法」 『 国立歴史民族博物館研
究報告』 第40 集 国立歴史民族博物館（ 宇野隆夫1992)、「長谷小路周 辺遺跡 ( No.236) 由比ヶ 浜三 丁 目11 7

5 番 2 外地点 」 『鎌倉市埋蔵文化財緊急調壺報告書10 』 鎌倉市教育委員会（ 馬 淵 和 雄1994)、「かわら け
の 個体数計算の 試み」『鎌倉考古 』 No.24 鎌倉考古 学研究所（ 斎 木秀雄1992) に 詳細に 書かれているの で、
そ ちらを 参照 されたい 。

検 出 遺 構 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

包含層 中 （近 • 現代）
包含層 中 （中冊） 2 108 2 108 464 8 8 6 
中世基盤層直上 143 1 43 4 1  2 2 
井戸址 2 2 
土煽 l 50 50 1 3  
土堀 2 237 237 46 
土腐 3 1 1 1  1 1 1  1 6  
土煽 4 235 235 32 
土堀 5 1 19 1 1 9  48 
土漿 6 302 302 47 1 1 
土城 7 553 553 79 
土堀 8 539 539 70 
土楯 9 1 9  1 9  6 
土煽10 14  1 4  2 
土漿11 30 30 1 
土堀12 2 1  2 1  1 
土城13 30 30 2 
土堀14
土槻15 1 5  1 5  2 
土城16 6 6 1 

検 出 逍 構 ① ② ③ ④ ⑤ ⑤ 

方形竪穴建築址
上屑 834 834 1 94 
中 層 758 758 226 
下層 217 2 1 7  5 4  
下層～底面 69 69 23 
底面直上 4 4 1 
壁際 （裏込め） 上層 88 88 26 
中 層 55 55 1 1  
下層～底面 63 63 24 
一括取 り 上げ 1 24 1 24 4 1  
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検 出 逍 構 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

大型土樅状遥構

上層 852 846 1 94 6 6 

貝殻集中部 63 59 28 4 4 

下屈 474 460 1 3 1  1 4  1 4  

上下層一括 386 381 1 1 3  5 5 

下層 ～底而直上 1 70 1 66 55 4 4 

①出 土 か わ
l

② こ の 内 ロ ク ロ 成形 品 の 点数 ③ ロ ク ロ 成形 品 で 口縁部片確認出 来 る も の

ら け総点数 ④ こ の 内手捏ね成形 品 の 点 数 ⑤手捏ね成形 品 で 口縁部片確認 出 来 る も の

⑥戦 国期 ・ 側 面観逆台形 を 呈す る ロ ク ロ 成形 品

第 3 表 出土遺物点数表 国産 ・ 舶載品

出 土遺物 常 渥 渥 美 瀬 伊 手 鉄 ス フ 滑 舶 舶 そ の 他
詐. lii. J 美 美 濃 戸 勢

焙 製 イ 載
窯 窯 り 和 石窯 窯 製 ゴ 品 品
系 系 窯 系 釘 ラ

系 系 山 山
品

状 の
製

製 製 茶 丈Aヽ

製 土
火 製 羽 青

検 出 辿構 品 品 碗 碗 品 鍋 鉢 品 グ 口 品 磁 磁

包含層 中 （近現） 23 2 1 

包含｝習 中 （ 中世） 96  1 1  1 7  1 6 1 0  1 4  3 4 2 銅 銭 3 鍔窯 l 硯 l 砥石 3

中枇基盤層直上 5 2 1 1 4 1 

井戸址 1 1 

土城 l 1 2 

土堀 2 8 2 2 伊勢系土鍋に近似の土器 l

土城 3 1 3 1 3  3 1 

土堀 4 1 3  1 4 7 1 

土堀 5 3 4 

土城 6 1 7  1 2 1 2 4 3 1 

土城 7 20 1 7 

土城 8 1 5  1 1 3 2 1 砥石 3

土城 9 1 2 1 

土城10 2 

土堀 1 1 3 2 1 ［方形竪穴建築址］

士堀12 1 l 5 1 鍔釜 l 梅瓶 l 硯 l

土堀 1 3 砥石 3

土堀14 ［大型土城状逍構］

土堀15 白 かわ ら け l 土錘 l

土堀1 6 銅 銭 3 砥石 3

方形竪穴建築址 69 3 8 2 8 6 1 7  3 1 1 4 5 瓦器打 ち 折 り 小Jlll l 

大型土城状逍構 106 7 5 5 ， 19  1 8  1 9  ， 4 1 5 帰属年代産地不明の叩甕 l
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第 4 表 出土遺物点数表 礫

検出逍梢 包含恩 中 包含層 中 中 世基盤 井戸址 方形竪穴 大型土堀 表 採

出 土礫 （近現） （ 中 世） 層 直 上 建築址 状遺構

硬質砂岩 1 1 4 

流文岩質凝灰岩 2 1 5 1 

安 山 岩 1 3  1 8 

安 山 岩 （根府川 石 ） 4 2 

安 山 岩 （小松石） 1 7 

ホ ル ン フ ェ ル ス 10 5 2 

石英 1 2 

鎌倉石 33 5 25 1 5  

泥 岩 7 3 1 1  

閃緑岩 4 1 37 6 

硬質細粒凝灰岩 46 3 2 303 33 

硬 質 中粒凝灰岩 341 6 955 258 

軟質細粒凝灰岩 1 

砂岩 8 3 1 4 

粗粒凝灰岩 4 1 

結 晶 片 岩 2 ， 
輝緑凝灰岩 2 

輝石安 山 岩 29 

輝石安山 岩 （小松石） 1 

斑 レ イ 岩 7 1 

チ ャ ー ト 2 

玄 武 岩 1 

中粒凝灰岩 1 

軽石 1 

粘板岩 1 

変朽安 山 岩 1 
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検 出 辿構 土堀 土堀 士i)廣 土堀 土城 土堀 土堀 土堀 土堀 土堀 土堀 土堀 土堀 土堀 土堀 土堀

出土礫 1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10  1 1  1 2  1 3  14 1 5  1 6  

硬質砂岩 2 1 

流文岩質凝灰岩

安 山 岩 1 6 3 2 ， 1 

安 山 岩 （根府 川 石） 1 4 

安 山 岩 （小松石） 3 

ホ ル ン フ ェ ル ス 1 

石英

鎌倉石 1 2 5 

泥岩 1 

閃緑岩 2 1 2 1 

硬 質細粒凝灰岩 3 4 3 2 1 3 2 2 1 

観質 中粒凝灰岩 7 14 5 2 1 1 26 2 4 4 3 1 2 

軟質細粒凝灰岩 1 2 

砂岩 4 1 2 2 1 1 

粗粒凝灰 岩

和々士
l;曰Il; 1 )＿―LI 

岩輝緑凝灰岩

輝石安 山 岩

輝石安山 岩 （小松石）

斑 レ イ 岩

チ ャ ー ト 1 1 1 

玄武岩

中粒凝灰岩

軽石 1 
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第 5 表 出土遺物点数表 貝類

出 土追物 ハ マ グ リ ア カ ニ シ キ サ ゴ

・ 片殻数

検出逍構

包含層中 （近 • 現代）

包含層 中 （ 中 世 ） 254 8 645 

中 世基盤層 直上

井戸址

土城 l 14  2 4 

土城 2 78 2 1 20 

土城 3 8 2 8 

土堀 4 3 4 44 

土城 5 27 1 203 

土堀 6 40 3 60 

土堀’t 7 6 6 67 

土堀 8 ， 8 55 

土城 ， 22 1 

土城10 2 

土堀1 1 5 

土堀12

土堀13 1 

土城14 1 

土堀15 1 

土 城 1 6 3 

方 形竪穴建築址 1 92 8 1 335 

大型土堀状遣構 586 ， 653 
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図版7
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図版8
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図版9
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図版1 0
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シ リ ー ズ 番 号 1 3  
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編 集 機 関 鎌倉市教育委員会

所 在 地 鎌倉市御成町18番10

発 行 年 月 日 西暦1997年 3 月

ふ り が な ふ り が な コ ド 北緯 東経 調査面積

市町村 i 遺跡番号
0 9 99 0 9 99 

調 査期 間 調 査 原 因
所 収 遺 跡 名 所 在 地 m' 

わ か み や お お じ し ゅ う
へ ん いせ き ぐ ん 神奈川県鎌倉市 由 比 951218~ 15 自 己用住宅に
若宮大路周辺 ガ 浜 一丁 目 1 18番 7 951229 係 る 車庫造成
逍跡群 (No.242)

所収辿跡名 種 別 主 な 時 代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

若宮大路周辺 都市 鎌倉時代 ～室 方形竪穴建築址 1 か わ ら け 特 に な し
逍跡群 町時代 大型士城状遺構 1 常滑窯製品

(No.242 ) 土城 1 6  瀬戸窯製品
井戸址 1 山 茶碗窯製品
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例 口

1 . 本編は、 鎌倉市 由 比 ガ浜二T 目10 7番1 他地点 に 於ける、 店舗併用住宅建設に伴う 埋蔵文化財

発掘 調資の内、 国庫補助事業分の報告である 。
2 . 調査 は 平成 7 年10 月22 日から 平成 8 年1 月14 日まで行われ た 。 発掘 調査 対象面積は125 面であ り、

こ の内 平成 7 年12 月11 日以後の調査 面積40 m'を 鎌倉市教育委員 会が 実施 し た 。

3 . 本絹では 原 因者負担 分を 含めた 調壺区全 体図 と出土遺物 の 一部は 併せて掲載 し た 。

4 . 出土遺物等 発掘 調査 に関する 諸資料は 鎌倉市教育委員 会が 保管 し ている 。
5 . 整 理作 業 には 調査 員 ・ 調査 補助員があ た り、 他 に 坂倉美恵子 ・ 太田美知子 の 協力を得た 。

本稿の執筆は、 以下の 通り 分担 し て行い、 稿末 にそ の 名を 明 記 した 。
第 一章 ー I 、 第 二章 ー II 川 又隆央
第 二章 ー II 、 第 二章 ー I · III · IV、 第 三章の遺構及 び遺物観察表の内、 石 ・ 骨製品 汐見 一夫
第 三章の遺物観察表 山上玉恵 坂倉美恵子
第 四 章は 調査 参加者 討議の上汐見が文責を 負い、 本編 全 体の編集を 受持っ た 。

6 . 本書に使用 し た 写真は、 遺構は 汐見 ・ 川 又が、 出土遺物は 太田が撮影 した 。
7 . 本稿で の、 挿図 中 の縮尺及 び使用 し た 記号は基本 的 に以下 の通り。

遺構面 全 測図 … …1 /120 遺構個別図 … …1 /40 
遺物実測図 … … …1 / 3 （ 但 ； 銅 銭拓影は 原 寸 ）
挿図 中 の水糸 レ ヴ ェ ルは 悔抜高を 示 し、 ス ク リ ー ン ト ー ン等 はそ の都度注釈を 加え た 。

遺物実測図 中 の、 ← →は 使用痕の範囲、 ← ・ →は 加工痕、 ー ・ ー ・ ー は 釉 の 限界を 示す。

8. 現地 調査 から 本稿作成過程 に 於い て、 次の各氏 ・ 機関から 御指導 ・ 御教示 ・ 御協力を 賜っ た 。

藤澤良祐 佐野 元 金子健一 本澤慎輔 田中 信
鎌倉考古 学研究所 東 国歴史考古 学研究所 第 一建設 湘和総合開発

（株） シ ル バ 一人 材 セ ン タ ー 田中 金物店（ 田中 義一 ） （ 順不 同、 敬称略）

9 . 調査 体制は以下 の通り
調 壺 員 汐見 一夫 山上玉恵
調脊補助 員 川 又 隆央 杉山 智 恵子 渡邊美佐子
調壺参加者 箕田孝善 長島三男 長 瀬充男 関卯之松 都 丸諧司 山 下俊明 大内 宏

多田徳蔵 山 崎一男
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第一章 環境 と 立地

I . 歴史 的環境

本調査地点の北側 に は 、 現在 国道 1 34号線が東西 に 走 っ て い る 。 こ の 道 筋 は 、 古 代 に お い て は 宝亀二

年 (771 年） 以 前 の 古東 海道 の 可 能性 を 示唆 さ れ （註 l ) 、 中 枇 に お い て の 大 町大路 と 重複す る も の と 考

え ら れ て い る 。

古 東海道が存在 し た 可能性 を 示唆 さ れ る よ う に 、 古 く か ら 本調壺地点周辺 で は 人 々 が生活 を 営 ん で き

た痕跡が残 さ れ て い る 。 国 道 134号線 よ り 南側 の 海浜砂丘地帯 で の 調 査 で は 、 弥生時代 後 期 の 遺構 ・ 遺

物が検出 さ れ、 こ の 時期 に は 人 々 が既 に 生活 し て い た こ と が確認 さ れて い る 。 ま た 、 時代 は 下 る が、 本

調査地 点 か ら 南西 約 300m 程 （現在 の和 田塚周辺） に は 、 かつ て 小坪か ら 由 比 ヶ 浜 に か け て 造営 さ れ た

下向 原 古墳群 の 一つ で あ り 、 無情堂塚 （采女塚） と 呼 ばれた古墳時代後 期 の 高塚式円墳が存在 し て い た 。

現在 に 至 っ て は 、 こ れ ら 墳丘群 は 見 る 影 も な い が、 こ の古墳か ら 出 土 し た と さ れ る 女性人物埴輪が京都

大 学 に 所蔵 さ れて い る 。 さ ら に 長 谷小路周辺遺跡 で は祭祀 の 際 に使用 さ れた と 考 え ら れ る 土器が廃棄 し

た 状態 で 出 土 し て い る （註 2 ) 。 こ れ ら の 事例 か ら も 本調壺地点 周 辺 は 、 古墳時代 に お い て は 先 に 述べ

た 下 向 原 古墳群 に 多 分 に 関 連す る 地域的性格 を 有 し て い た も の と 考 え ら れ る 。

古 代 （奈良 • 平安期） に な る と 、 本調査地点 よ り 北へ約500 m 程 の 地 点 に は 、 古代相模国 の鎌倉郡栃

跡 で あ る 今小路西遺跡 （御成小学校内遺跡） が存在 し て い る 。 本調資地点 か ら 国 道 1 34号線 に 沿 っ て 西

側 の 地域に お い て も 、 中 世遺構群 に 削 平 を 受 け て い る も の の 、 古代住居址 な ど遺構や遺物が検出 さ れ る

こ と か ら 、 奈 良 時代 に は 鎌倉郡術 と 古東 海道 を 中心 と し た 生活区域であ る 「マ チ 」 の存在が考え ら れ る 。

し か し な が ら 平安時代後半 に な る と 、 源義朝の屋敷であ る 鎌倉の盾 に代表 さ れ る 「 マ チ 」 の 中 心 は鎌倉

郡術跡 を さ ら に 北へ約500m ほ ど の 地 点 （現寿福寺周辺か） へ移 り 、 本調壺地 点 周 辺 は 『マ チ」 の 中心

か ら 離 れ た 、 周縁の地域的様相 を 呈す る よ う に な る 。 古東海道が付 近 を 通過 し て い た に も かか わ ら ず 、

本調査地点付近の 調査事例 で は 土城墓 な どが検出 さ れ る （註 3 ) 傍 ら 、 土城墓が造 ら れ た 年代 に 相 当 す

る 生活活動址の 痕跡 が確認で き な い こ と は 、 付 近 一帯 が葬送区域 と し て 認識 さ れて い た こ と に な る の で

は な い だ ろ う か。

中 世 に な る と こ の 道筋 は 大 町 大路 と 姿 を 変 え る 。 大 町大路 と は 、 西 は極楽寺方面か ら 派生 し 、 若宮大

路 と 交 わ り 、 さ ら に 東 の 名 越方面へ抜け る と い う 、 中 世鎌倉 での主要幹線道路の 一つ の 内 、 今小路 と 交

差す る 地点 よ り 東側 の 道 筋 を 指す 。 今小路 よ り 以西 は 長 谷小路 と 名 称 を 異 に す る 。 従 っ て鎌倉の 中心軸

と も 言 わ れ る 若宮大路 と 交差す る 現在 の 下 馬 四 つ 角 付 近 は交通 の 要衡 で あ り 、 実 際 に 建保元年 (1 2 13年）

に鎌倉市 中 を 騒然 と さ せ た 和 田合戦 な どで も 、 当 時 は 下 の 下馬 と さ れ た 下 馬 四 つ 角 付 近 を 含 め 、 若宮大

路 に存 在 し た 三つ の 下 馬 で は 激 し い 戦 闘 が繰広 げ ら れ た 。 ま た 、 こ の 付近 は 交通 の 要路 で あ る と と も に 、

幕府 か ら 裁許 を 受 け た 米町 （ ま た は殻町） や魚 町が存在 し た 。 活発 な 商業活動が行 わ れ た 蔽業地 と し て

の性格 だ け で は な く 『吾妻鏡』 仁治二年十一 月 で三浦氏 と 小 山 氏 が下 の 下 馬 の 妓楼 に お い て 酒宴の 末 に

喧嘩に な っ た記載か ら も 、 妓楼 と い う も の の存在か ら 鎌倉市 中 で も よ り 繁華 な 地域であ っ た こ と が推 察

で き る と 同 時 に 、 同 じ 若宮 大路沿い で も 宇都宮辻子幕府 ・ 若宮大路幕府 な どの政治的 中 枢 機 関 や北条氏

に 代表 さ れ る 御家 人 な ど武士 階級の居住 区域があ っ た 鶴 ケ 丘八幡宮付近 の北地域、 並 び に膨 大 な 量 の 人

骨検出例が報告 さ れ て い る 南地域であ る 前浜 一帯 と は 、 大 き く そ の 地域的性格 を 異 に し て い る 。

鎌倉幕府滅亡後 も 、 そ れ ま で東 国 の 中心都市 と し て 機能 し て き た 鎌 倉 は 、 室町幕府の も と で鎌倉府 と
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図 1 下馬周 辺遺跡 ・ 調査地点位置

し て 存続す る 。 こ の 室 町幕府 に お け る 鎌倉 で の 中 心 機 関 で あ る 鎌倉府 は 、 現在の浄明寺近辺に存在 し て

い た 。 し か し な が ら 永享十年 ( 1 483年） に勃発 し た 永 享 の 乱 以 降 は 、 鎌倉府 の権力 は 失墜 し 、 同 時 に 中

心都市 と し て の鎌倉の栄華 も 次 第 に衰退 し て い っ た 。 近 世 の 古絵図 「鎌倉一 覧之國」 嘉永三年 ( 1850年）

刊 な ど に よ る と 本調査地点周辺 は 田 畠 の広 が っ て い る 風景が描かれ て お り 、 中 泄 で の 繁 栄 を 垣 間 見 る こ

と がで き な い 。 本調査地点 の す ぐ北 に は 六 地蔵 と い う 六体の石製地蔵尊が安置 さ れて い る 。 こ れ は 、 こ

の付近 は かつ て 刑場跡であ り 、 永 い 間飢渇 畠 と 呼ばれ る 荒れ地 と な っ て い た が、 刑場跡 を 弔 う 為 に安置

さ れ た も の と い う 。 ま た 、 こ の 六 地蔵か ら 東へ約20 m で 、 本調壺地 点 か ら 国 道 1 34号線 を 挟 ん だ北側 の

調 査 で は 、 近 世面 か ら 約30体 も の 人骨 の 検 出 例 が報告 さ れて い る 。 （註 5 ) 。 六 地 蔵の 由 来 と 多 数 の 人骨

検出 か ら 本調 査地点周 辺が刑場跡 と 考 え る の ば性急 だが、 少 な く と も 近 世 の 本調査地点周 辺 は 鎌倉市 中

で は 前浜一帯 や 平安末期 と 同 じ よ う に 「 マ チ 」 の 外 と し て 認識 さ れ、 葬送区域 と し て 利 用 さ れて い た の

で は な い だ ろ う か。 （ ｝ l | 又隆央）

註 l 「鎌倉市 史 ・ 総説編j

註 2 他 に 長 谷小路逍跡で故意 に 脚 台 を 打 ち 欠 い た高杯 ・ 鉢や、 ）］I岡 部 下 半 を 打 ち 欠 い た小壷がハ マ グ リ と 共 に埋置 さ れて い る 。

こ れ ら は何れ も 住居址 を 伴わず 、 生活面上に追物のみが検出 さ れて い る 。

註 3 「 長 谷小路周辺逍跡J ( 1主l 比 ケ 浜二丁 目 258番地点） 1 995年 長 谷小路追跡群発掘調査団

註 4 1 953年の東大人類学教室 を 始め と し 、 由 比 ケ 浜 中 戦集団墓地辿跡 （静投館 用 地 ・ 1 982年） で は911本、 現在調査中 で あ る 由

比 ケ 浜南逍跡 で は 1 996年10月 現在で約3000体の 人骨検出 が報告 さ れて い る 。

註 5 「若宮大路周辺追跡群発掘調査報告書』 （ 由 比 ケ 浜 一丁 目 129番 5 地点 ） 1 995年 若宮大路周辺辿跡群発掘調査団
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II . 地理的環境

下馬周 辺遺跡 は、 調査 地点 前を 通る 国道134 号 線を境に 若宮大 路 周 辺遺跡 群 (No.ZOO)、 六地 蔵より西
の 国道134 号 線北側は 今小路西遺跡 (No.20 1) · 南側は長谷小路固 辺遺跡 ( No.23 6) と されている 。 更に 下
馬周 辺 遣跡の南側一帯は 由比 ヶ 浜 中世集 団墓地遺跡 (No.3 72) の 名 称が 付 され、 本 調査 地点 は そ れぞれ
異なっ た 空 間に 囲 まれた遺跡 内の北西 隅に位置する 。 これ までに 下馬周 辺遺跡 内では 7 箇所 程調査 が実

施 されているが、 現下馬交差点 付近に 多く、 本 調査 地点 付近の 長谷小路周 辺遺跡 寄りでは 少ない 。
図 2 に 周 辺の 主な 調壺地点 を 示し た 。 何れの 調査 地点 でも主たる 堆積土層は 砂層乃至 殆ど土 壌化し て

いない 砂質士で、 遺構の 主体は方形竪穴建築址で あ る 。
地点 1 は 平成5 年 度に 調査 が実施 され、 中世～近世に至る遺構群が 検 出 されている。 近世遺構は 溝 l

条 と 多 数の 人 骨で、 上層には 宝永七年 噴 火の 富士 山 降 灰層が 堆積し てい た 。 共伴する 出土遺物 から19世

紀代 と されているが、 棺箱の形態や 六銅銭年 代から 年 代観の 再検 討も示唆 されている。 鎌倉市街域での

近戦埋葬骨の ま と まっ た 検 出 例は 珍 しく、 又、 付近が かつては 飢渇 畠（ け かちば た け ） と いう名 称が 付

されてい た こ と も あ り興味深い 事例で あ る。 中世遺構は方形竪穴建築址 ・ 溝 状土 城 ・土 城で構成 され、

方形竪穴建築址 間の 空 閑 地 に 道路 状遺構の 可能性を指摘し、 各遺構群は 若宮大 路の 規制外の方向性を 示
す と されている。 年 代は概ね13 世紀後菓～14世紀代 と されている。

地点 2 は 昭利62 年 度に 調査 が実施 され、 13世紀後葉 ～14世紀代に至る3 時 期の 中世遺構群が報告 され

ている 。 検 出 された遺構は方形竪穴建築址 ・ 側溝を 伴う 道路 状遺構 ・土 城等 で、 各遺構は 検 出 された 道
路 状遺構を意識 して営 まれている 。 この 道路 状遺構は、 側溝を 伴うこ と や その 幅貝から 幹線道路に近い
こ と が 示唆 され、 若宮大 路 と は直交 • 平行関係 にはないこ と が指摘 されている 。 又、 遺構こ そ 確認 され

てはいないものの 、 中世以前の遺物 が 一定 量出 士し 付近には古 代の遺構も 在るで あ ろう事が指摘 されて
いる 。

地点 3 は 昭和63 年 度に 調究が実施 され、 狭い 調究区内に 複雑に重複する方形竪穴建築址群が 検 出 され

ている。 方形竪穴建築址は、 鎌倉石切石を その 構造に 伴うものや 根太木を敷くもの等 、 構造に 多 様性が

観ら れ た 。 年 代は概ね14世紀代。 調査 区の現車道寄りでは 地点 4 で 検 出 された の と 同 様の 中世基盤 砂層

が 検 出 されている 。 湧 水の 為古 代の 調査 は 行われず、 又、 中世遺構覆土 ・層位 中からも 中世以前の遺物

-1地点
18番12地点 。 1r 

. - Il j I I  愴主上戸， 、ご：

図 2 調査地点周辺図
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は 殆ど 出土 しな かっ た 。
地点 4 は 平成2 年 度に調査 が 実施 され、 中 世3 時 期 の遺構面が 報告 されている 。 出 士し た かわ ら け の

年代観から13 世紀末～15 世紀前菓 と 考え ら れている 。 検 出 された遺構は方形 竪穴建築址 • 井戸 ・土 城 ・

柱穴群等で、 方形 竪穴建築址には 底面 全 面に石を敷 詰める 構造をもつ大 型 のも のや、 根太 木が良好に遺

存しているも の等がある 。
以上のように 付 近を極めて大 雑把に概観し た が、 共通して 言える のは遺構群が方形 竪穴建築址を 中心

とし、 そ の 年代が概ね1 4世紀代に 盛行する 事であろう 。 同時 期に 墓域足る 人 骨群が確認 されていない 事
を 除けば、 長谷小路周辺遺跡 群や由比ヶ 浜 中 世集 団墓地遺跡 群 と よく 似た遺構の構成である 。 出土遺物

も、 ど ち ら かとい えば 舶載品等 の良品 と 言われるも のよ りも、 日常雑器 的なも のが 主体を 占め、 かわ ら

け 溜りが まず 検 出 されない こ と等所 謂 浜地 的な景観が 強く 想像 されよう 。 （ 汐見 一 夫 ）

［ 引 用 ・ 参考文献l

『若宮大路周辺追跡群発掘調壺報告書』 1 995年 5 月 若宮大路周辺遺跡群発掘調査団

『鎌倉市埋蔵文化財緊急調壺報告沓 4 』 「 2 . 若宮大路周辺遣跡群 由 比 ヶ 浜一丁 目 1 28番 7 地点」 昭和63年 3 月 鎌倉市教育委

員 会

htl比 ヶ 浜 I - 1 1 7 - I 地点造跡』 1 99 1 年 5 月 若宮大路周辺辿跡発掘調査団

『下馬周辺追跡』 1992年 3 月 下馬周辺遺跡発掘調壺団
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第二章 調在の概要

I . 調査の経緯 と 経過

本調査 は 、 神 奈 川 県遺跡台帳No.200 ・ 下 馬 周 辺遣跡 内 に 於 い て 店 舗併用住宅建設の計画があ り 、 試掘

調査の結果 を 基 に 自 己用 住宅部分に 相 当 す る 約40m' を 鎌倉市教育委員 会が実施 し た 。 調査範囲 は 基礎工

事 と の兼合い で建築範囲全面 に 渡 る こ と な く 、 敷地境界 か ら 安全 な 後退距離 と 調 査の進行 に 伴 う 残土置

場 を 確保の上、 図 3 の よ う に 調壺区 を 設定 し た 。

原 因 者負担分 と 平行 し て 、 1 995年 10 月 23 日 よ り 表士掘削 を 開 始 し 敷地 内 南側 よ り 順次調企 を 進 め た 。

各調企面共 に湧 水が甚だ し く 雨天時或は調査の進行 と 共 に 難渋 を 極め た が、 施工業者の協力 を 得 つ つ 排

水対策 を 施 し た 。 1 995年 1 2 月 1 1 日 よ り 敷地 内 北側 の 自 己 用 住宅範囲分の調壺 に 入 り 、 近世地業層 l 期 、

中世地業層 2 期 と 地業面期 に 伴 う 建物址等諸遺構 を 検 出 し た 。 各調査面毎 に 必 要 な 記録 を 採 り 、 化学分

析 を 経て 1 996年 1 月 1 4 H に 器材 等 を 撤収 し 、 関係各方面 に 連絡の上調査 を 終了 し た 。 （汐見 一夫 ）

II . 調査の方法

前項で述べ た 様 に 調査 の 進行 に 伴 う 残土 を 敷地 内

で処理す る 必要か ら 、 調杏区 を I 区 • II 区 に 2 分割

せ ざ る を 得 な か っ た 。 両 区 共 に 、 湧水が著 し く 必要

に 応 じ て調査区 際 に 側 溝 を 切 り そ の部分は調壺対象

外 と 見 な し た 。 又 、 調企の進行 に 伴 い 安全 を 考慮 し 、

I 区 で は 調査中 に 調 査区壁か ら の後退距離 を 取 っ た 。

調 査 の 開 始 に あ た り 、 調 究敷地 内 に 5. 0 m の 方 眼

を 設定 し た 。 そ の 後調壺地点 の位置 と 平面 直 角 座標

系 と の 整 合 を 測 る た め 、 国土座標 を 有 す る 鎌倉市道

路管理課が設置 し た鎌倉市 4 級基準点 を 使用 し た 。

こ こ で使用 し た 4 級基準点 は 、

R 064 ( x ; - 76249. 249. y ;  - 25787. 473) 

R 065 ( x  ; - 76285. 430. y ; - 25797. 0 12 )  

の 2 点 で あ る 。 4 級甚準点 と 調 資地点 内 の 方眼 と の

測量結果 は 図 3 に 示 し た 。 又 、 計算 に よ っ て任意の

点 A と 基準杭 の 国 土座標値 も 導 き 出 し た 。 こ の 結果

当 調査地点 は 、 他 の 調 査地 点 と の正確 な 図面上での

合成が可能 と な る 。

方眼は東西方 向 に ア ル フ ァ ベ ッ ト ( A · B · C … ) 、

南北方 向 に 算 用 数字 ( 1 · 2 · 3 … ) を 付 し 、 各方

眼名 称 は 北西角 の 交点 を 用 い た 。 な お 、 測 量 はすべ

て時計回 り で行 っ て い る 。 又 、 調査区 内 を 南北 に 通

過す る B ラ イ ン は X 軸 に 対 し て25
°

36 ' 19" 西 に 傾

い て い る 。 （ 川 又隆央）
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図 3 国土座標上の位置及び グ リ ッ ド配置図
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皿． 調査結果の概要

前項で 述べた 通り、 調査 地点 は 原 因者 負担 分 と 国庫補助事業分 と に 分割 されてい る 。 検出 された遺構

は 両調査 区に 跨って 営 まれた もの があ り、 後の 煩雑な 誤解を避け る 為にここでは 原 因者 負 担 分を 含めた
全 調査 区l2 5m'で 検出 された遺構を、 各調査 面 毎に現地 で 付 した 名 称に従って 羅列す る 。

1 面 近世以後の 生活面 調壺区の II 区の み確認
遺構：土堀5 基 ピ ッ ト 5 口

2 面 中 世面 I 区では 1 面 構築の 際に 削 平を 受け る 。 遺構は 希薄 。
遺構： 土城7 基 ピ ッ ト 3 口 溝 l 条

3 面 中 世面 遺構密度が高 く 、 出土遺物 も 多い 。 3 面の 中 で細 分 も 可能か。

遺構： 士城20 基 ピ ッ ト23 口 溝2 条

4 面 中 世面 I 区の み確認 。 3 面の古 時 期の 可能性 も あ る 。
遺構：土城3 甚 ピ ッ ト 4 口

検出 された土城の 中 には、 本報文内3 面土城40 の 様に建物 と 判 断 される遺構も 含 まれる 。 又、 I 区の

諸遺構は 未だ 整理作 業に着手 しておらず、 整理時に 於いての 検 討を 加え た 後に発掘 調壺団から 刊 行 され

る報告 書の 数値 と は 異な る 可 能性 があ る 。

両区共に 悔抜4 m 付近 まで ト レ ン チにて 掘 下げ 堆積土 層等 を確認 し た が、 調査 最終面 以下には 中 世以

前を 含め文化層は認められな かっ た 。 出土遺物は I 区• II 区を 併せ、 テ ン バ コ 約60 箱出土 した 。 相対 的

に 甕を 始め と して常滑窯諸製品 が比較 的 多 く 、 舶 載陶磁器類 と 瀬戸窯の 製品は 付近他 の 調査 地点 と 比べ

て も 面 積 中 りの出土点 数は 少ない 。 付近の 浜地 と 総称 される 地 域の 調壺では 多 く出土 す る 石 ・ 骨 ・ 鉄 製

品や 、 人骨 ・ 獣骨 ・ 貝 類等の 自然遺物は 殆 ど出土 しな かっ た 。 又、 中 世以前の出土遺物 も、 上記 中 世遺

構内 或は 生活面 上に極数点 混人 してい た に過 ぎない 。

尚後章では、 紙数の 都合 も あ り各調資面の 全 測図は 提示す る が、 各遺構の 個別図は 詳細に ついては 発
掘 調査 団 が刊行す る報告 書を 参照 された い 。

N． 堆積土層
第 一章で述べた 様に、 調査 地点 は 砂丘上の 微高地 東端に 辺 り 当 初は 地点 1 や 地点 5等 と 同 様の 堆積土

層 が予 想 された が、 意に 反 し砂層は 調査 区内の最下層で 僅かに確認 されたの みで、 他 は 全 て 粘質土 系乃

至 は かな り土 壌化 した 砂質土 で あ っ た 。 恐ら く は 砂丘間の後背湿地 状の窪地 で 在っ た と 考えられる が、

周 辺の 調査 地点の 堆積 士層 と は 全 く と 言っていい 程異な る 。 図4 には 本調壺地点の概念図 と 周 辺 域の 調

査 地点の土 層概念図を 併 記 し、 可能な 限り 双方を 対照 し 模式 的に 示 した 。

尚、 調査経過の 項で 触れた 様に、 調査 区が分断 された こ と に 起 因す る I 区と II 区との極細部での 整 合

は 未だ 行い 得ない 為、 調査 団より刊行 される報告 書中 では 若 干の 修正を 伴 う かも しれない 。

以下、 図 4 層序に従い各士層に ついて 説明を 加え る 。
I 層 近現代瓦礫層 関東大裳災の 際の 瓦礫整理及 びそ れ以後の 人為 的掘 削に 拠 る 攪乱 層 。
II 層 近 世 層 関東大鹿災以前の 堆積土 。 図2 の 地点 l では 宝永 7 年富士 山の 噴火に拠 る 降 灰層

と 埋葬人骨が検出 されてい る 。
m 層 中 世 層 図2 の各調査 地点 に 於いては遺物包含 層 ・遺構覆土 共に、 若干土 壌化 した 砂 質土

乃至 砂層。 自然堆積土 は 地点 に 依って 多 少の 差異は あ る が、 概ね黄灰色乃至 灰 白

色系で、 微細貝 粒子以 外 は 殆 ど央雑物を 含 まない 比較 的 純粋な 風成 或は 海成の 砂
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本調査地点 周 辺地域

図 4 堆積土層模式概念図

層。 本 調査 地点 から西 側一帯の長 谷小路周 辺遺跡群内では、 この 自然 堆積層の 下

位には 暗茶褐色 弱 粘 質砂層が確認され、 調査 地点 に 依り13 世紀代の遺構・遺物が
検 出されている 。

m ' 層 中 世 層 本 調壺地点 では、 付 近の調査 地点 で 検 出される 砂質土 乃至砂層は 殆ど 検 出されず、

殆どが 粘質土 或はかなり土 壌化し た 砂質土の 堆積で あ っ た 。 所 謂街 中の 調査 で 観
察される 様な 客土 も 多 少は 混入するであ ろうか、 人 為 的な 整 地層が確認されてい

る 。
w層 古 代 層 地点 に 依って 多 少の 差異は あるが、 概ね黄褐色乃至暗黄灰色の 砂層。 図2 の 地点

1 · 5 では、 相 当する層位から 中 世以前の遺物が 出土 し、 人 為 的な遺構等の 存在

も示唆されている 。 本 調査 地点 では 比定 し 得る 堆積土 は確認されていない 。
v層 自然 堆積土層 現段階に 於いては、 人 為 的な 痕跡や 出土 遣物が確認されていない土層で あ る 。

これ までに 触れ た ように図2 の各調壺地点 では概ね風成或は 海成の 砂層か、 調査

時の 状況や 湧水等の理由に 因り確認 はされていない 。 本 調査 地点 では、 ト レ ン チ
より サ ン プ ル土 壌採取時の 所見に 於いて、 縄文期前後の 堆積土の 可 能性が あ る と

の 御教示を 賜っ た が、 委細は本 報告文末の 化学分析の 項を 参照され た い 。

本 調査 に 於いては I層及 び II層上 面は、 童機に拠る 表土 掘削の 際に失われて おり、 調査 区の 陛面から
の 観察を 記 述し た 。 m ' 層 ， W層の土層観察は、 後章にて各面 毎或は ト レ ン チの 項で構成士 について 触
れ、 遺構覆土 は極力本 文中で述べるこ と とする 。 尚、 本 稿で述べた土層は 現段階での 調企地点 標準土層
として I ~ Nの 略号をその ま ま 用いる 。
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第三章 検出 さ れた遺構 と 遺物
1 面の遺構 と 遺物

表土 掘 削終了後、 海抜6. 60m 付近で検 出 したや や 硬化 した 灰 褐 色士層上面 を1 面 と した。 I 区の調査
に 於いては、 重機に拠り 掘 削 した 際に失われ て いる。 図5 は1 面 と して扱った調壺区北半の 全測図であ
る。 2 ラ イ ン 付近は、 表土 掘 削の 際に 掘 り過 ぎて 下層の 堆積土 が 露 出 して し まった為、 図 示を 割愛 して

/: B_ 

2 - 11 i - 2 
試堀堀

土堀33

□) 
土堀34

/ I 
- - 3 

◎ 土堀31

4 - I I `32 

いる。 調介区墜面 の 観察からは、 海抜6. 63m前後には 士丹面があった
よ うだ。 検 出 した遺構は、 士城5 基 ・ ピ ッ ト5 口である。 各検 出遺構
の 個 別図 と 出土遺物は圏6 に 示 し、 土堀30 及 び土 城31 の 出土遺物観察

表を 付 した。
以下、 各検 出遺構と 硬化面につ いて述べる。
土堀30は 1I 区中央付近西堅際で検 出 された。 上場計測で南北2 .95m、

東西は調査区外に 延 びる 為 不 明だが最大 計測値で2 .38mを 測る。 長 軸

は 不 明だが、 平面 形や や 歪んだ方形を 呈する。 西壁土 層 断面の 観察か
らは、 1 面 構築土 層より上層から 掘 り 込 まれ て おり、 実際には1 面 に
帰属する もの ではな いが 本稿で扱った。 覆土 は 爛 食 した 木器層 ・ 貝 混

じり粗砂 ・ し まりの 悪 い粘質土 が 互層を成 しご み捨て 穴であろ う 。 覆
土 中には 近世以降の遺物 も 内 包 し て いるが、 掘 込み レ ベ ルから I 層よ
りは古 い。 出 士 した かわら け2 点 は、 混 人品であろ う 。

ピ ッ ト 30~34は 硬化面精査中に プ ラ ンを確認 し、 覆士や 出 士遺物の

様相から も1 面 から 掘 り 込 まれた遺構である と 考え て いる。 何れ も上

場径20 ~30 は Il 内 外を 測り 平面 形は 円形、 深 さは まち まちで底面 に礎
板等は検 出 され て いな い。 ピ ッ ト30 ~32 に並 びを 考えられるが、 東西方

- 4 向には 一土 城30 に 因り失われた もの か 一 伸 びな い。 各 ピ ッ ト 内 からは、

かわら けや 国内 産 陶土 器小破片が 出土 し て いるが、 図化 し 得な かった。

土壊31 ~34は、 後述硬化面 の 起 伏を 表現する 序でに 通 して 断面 図を

4m ’ 

( 1/120) し て いる 訳ではな い。 覆土 や 内 包する遺物からは、 全ての土 城が 必ず
図 5 1 面全測図 （北半） し も1 面 に 帰属する と は 考えられず、 重機掘 削に 因り失われた上層の

遺構を この レ ベ ルで 確認 した 可能性がある。

硬化面は 厳密に 言えば、 図5 全面 で 確認 した 分けではなく 概ね グ リ ッ ド4 ラ イ ンより北の 、 断面 図 D

で 示 した 様に 蒲鉾型に 盛上がる土 城31 と土堀33 · 34 間が 顕著に 堅く、 その北或は南側付近では 若 干 弱 い。

" ’ ’ , , ' I  提示 して いるが、 特に4 基の土堀に 規則 的な並びや 相互の関係 を 看取゜

堅い範囲は 粘質士 と 砂質士を 混交 した様な土 で構成 され、 1 面 掘 下げの 際に ベ ル ト を残 し土 層を 確認 し

た 際には後項2 面 構成土 を 削平 した上で、 人為 的に 同質の土 を積重ねて いる 様相が 観察 された。 そ の 範

囲は土 城30 等の 掘 込みに 因り 不 安な部分が 多 いが 、 概ね幅約3 .5m内 外で調査区前を 通る現車道 と 同方

向に 走行する 印象を 受けた。 本稿始めに触れた調査区北端付近の土 層 断面 で、 この 硬化面 より 若 干上層
付近に 厚 さ10 ~20 cm程の上面 ほ ぽ水平な土 丹層を 確認 し て いる。 整理作業の 進んで いな い I 区との 兼合

いや 、 周 辺の 他調壺地点 との検 討を 加え て いな い為、 今回は図示する こ と は 避けたが 両層の 道路状遺構

の 可能性は指摘 し て おく。
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図 6 1 面検出遺構 ・ 出土遺物

1 か わ ら け 法量 口径5 8cm 底径4 2cm 器高 1.5cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物質、 赤色小粒含 む 色調 灰橙色 焼成 良好

2 か わ ら け 法量 口 径 1 3.0cm 底径7.6cm 器高3 65cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質、砂粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 淡灰褐色 焼成 良好 備考 板状圧痕

3 銅製品 法量 長 さ (9 .2 )cm 最大幅1.2cm 厚 さ 0.2 備考 磨 き 仕上 げ拌

4 骨製品 法量 長 さ 4.2cm 幅405cm 厚 さ 06cm 種 目 馬 部位 中足骨
裁断骨 備考 鋸状工具切 断痕

出土遺物観察表 1 土壊30 • 土壊31
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2 面の 遺構 と 遺物

前項で若干触 れ た よ う に 、 1 面 は現地表面 と 同 様 に 北か ら 南へ の 極緩や か な斜面 を 、 或 は 東西 方 向 で

は 不 規則 な 起伏 を 修正す る べ く 、 削平 を 伴 う 人 為 的 な堆積土で あ っ た 。 I 区 の 調 査で は 2 面 を 調 査 開 始

面 と し て お り 、 表土掘 削 後 に 現 れ た 部分的 に 貝 砂粒子の混
B
|
 

2 -

／
 

4 - -

ーー＂＂ゲfl

叩

じ る 黄褐色 乃至褐色土上面 を 整地 層 と 把 え た 。 本報告該 当

範 囲 の II 区 で は 、 既 に述べた 1 面 の 造作 に 因 り 同様の整地

層 は 確 認 さ れず、 1 面構 成 土 除 去 後 の 悔抜6. 5 m 前 後 で確

認 し た 遺構 を 、 上層 を 削 平 さ れ た 2 面 の 遺構 と 判 断 し 本稿

で扱 う 。 検出 さ れ た 遺構 は 、 南北方 向 に 走行す る 溝 l 条 と

土堀 l 基 で あ る 。 I 区 で は 建物址の可能性 の あ る も の を 含

め て 、 土城 3 基 ・ ピ ッ ト 3 口 を 検出 し て い る 。

溝 3 は調査区東陛 に 沿 っ て検出 さ れ た 。 I 区 で は 、 遺構
- 3 面精査 に 先 ん じ て排水用 の側溝 を 掘 っ て い る 為 、 確認 さ れ

- 2 

- 4 

て い な い 。 東側 の溝肩 は調資区外 に 在 る 為 溝 幅 は 不 明 。 覆

土 は 上 層 は暗褐色粘質土乃至か な り 土壌化 し て い る 砂質土

で、 土丹粒 を 多 量 に 含 む 。 下 層 は 拳 大 の 土丹で 占 め ら れて

お り 、 溝廃棄時 に 人為 的 に埋 め ら れ た 様相が窺え る 。 そ の

際 に は 、 構造 に 関 わ る 木組や杭等 は抜取 ら れ た も の か何等

検出 さ れ て い な い 。 底 面 は 遺構確認面 の 傾斜 に 沿 っ て南へ

緩 や か に 下 り 、 図 8 断面 図 B よ り 北 は溝確認当 初 か ら 最 下

層堆積土の土丹が露出 し て い た 。 下 層 3 面 で も 地割 を 暗示

す る 南北方向 の溝が検出 さ れ て お り 、 踏襲 し て い る と す れ

ば、 少 な く と も こ の 時期 ま で は こ の付近が漠然 と し た 意 味

で の 地境辺 り に な る の で あ ろ う か。

土堀35 は 、 調査区北東隅 で検出 さ れ全体形 は調壺区外に

5 - 1 1 土堀 II I l ― 5 延 び る 為 不 明。 東側 壁 は 、 一部調 壺 の 際 の 不 手 際 に 因 り 下

層 ま で掘 り 抜 い て し ま っ た為推定線を破線で書加 え た 。 確

認 し た 範 囲 で は 平面形不整形、 上場最大値で南北約3. 54m 

◎ ＼ 
x 東西約 1 . 97m、 平坦部 ま で の 深 さ 40cm強 程 を 測 る 。 覆土

◎ ◎ は砂質土 ・ 土丹 を 混交 す る 暗褐色粘質士で、 図 8 · 9 に 示

し た 様 に 多 く の遺物 を 内 包す る 。 遺構底 面 で は 、 径50cm前

後 ・ 深 さ 20cm程の柱穴様の遺構 を 2 基検出 し て い る 。 調査
6 - I ＼ , - 6 時 に は 単独 の 土堀Noを 付 し て い た が、 検出状況や覆土か ら

|

B ゜ 4m 
( 1/ 120) 

土堀35底 面 に 伴 う 遺構 と 判 断 し て い る 。

上記の他に は遺構 ら し き 掘 込 み は 、 1 面構築土或 は 1 面

土堀30 の 削 平 も あ り 何等検出 し 得 な か っ た 。

図 1 0 に は 、 1 面構築土除去後 の 層 位上面 を 精査 中 に 出 土

し た 遣物 を 図 示 し た 。 尚、 1 面構築土掘 下 げ中 に は 、 図化

し 得 る 遺物 は殆 ど 出 土 し て い な い 。

図 7 2 面全測図 - 154 -
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1 か わ ら け 法量 口径73cm 底径 4 5cm 器高2 5cm 成形 ロ ク ロ 内底部ナデ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質 、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰橙色 焼成 良好

2 か わ ら け 法量 口 径 1 3 0cm 底径8.0cm 器高 36cm 成形 ロ ク ロ 内底部ナデ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰橙色 焼成 良好

か わ ら け 法量 口 径 1 1 5cm 底径5.5cm 器高3 2cm 成形 ロ ク ロ 内底部ナデ 外底部回転糸 き り
3 

（墨書） 胎土 針状物 質 、 砂粒、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰橙色 焼成 良好
備考 内底部に墨書 （判読不能）

4 輛 羽 口 法量 外径7.5cm 内径3 1cm 厚 さ 1 9 5cm 成形 棒 に粘土 を 巻い て 成形 外面 に ナ デ
胎土 針状物 質、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒、 貝 片含 む 気孔あ り 色調 灰橙色 焼成 良好

5 常滑 I 類 成形 輪積後 ロ ク ロ 胎土 長石含む 色調 暗灰色 焼成 良好捏鉢

6 常滑 II 類 成 形 輪積 □縁部横 ナ デ 内 面指頭痕 あ り
捏鉢 胎土 小石、 白 色粒子含む 気孔あ り 色調 淡灰橙色 焼成 良好

7 常滑 II 類 成形 輪積 口縁部横 ナ デ 内 面指頭痕 あ り
捏鉢 胎土 灰褐色 砂粒 、 長石含 む 色調 茶褐色 焼成 良好

常滑
法量 口径42cm 成形 輪積 内面指頭痕 胎土 灰 白 色 砂粒、 小石、 白 色粒子含む

8 色調 褐色 焼成 良好細頚壷 備考 外面肩部 に 降灰 口縁部 に重ね焼痕あ り 二次焼成 を 受 け る

常滑 I 類 法量 口径2 3 8cm 底径 10 5cm 器高78 5 cm 成形 輪積後 ロ ク ロ 内 面指頭痕 あ り 高台貼
り 付 け 外底部脇ヘ ラ 削 り 胎土 砂粒、 長石含む 色調 灰橙色 焼成 良好捏鉢 備考 口縁部 に 降灰 あ り

1 0  常滑 法量 口径(1 78)cm 成 形 輪積後 ロ ク ロ 内 面指頭痕 胎土 灰黒色 砂粒 、 小石含む
壷 色調 茶褐色 焼成 良好 備考 肩 部条線 1 本 二次焼成 を 受 け る

1 1  常滑 法量 口径( 1 9S)cm 成形 輪積後 ロ ク ロ 内 面指頭痕 胎土 灰 白 色 砂粒、 小石、 白 色粒
子 色調 茶褐色 焼成 良好 備考 外面二次焼成 で釉が肥厚 内外面 に 降灰

1 2  瀬戸 法量 底径62cm 成形 ロ ク ロ 外底部糸 き り 胎土 黄灰色 褐色粒子含 む 気孔あ り
香炉 文様 体部外面 に線刻 釉薬 内底部 ・ 外面 灰緑色 ハ ケ 塗 り ・ 漬け掛け 焼成 良好

1 3  瀬戸 法量 口径88cm 底径4.8cm 器高2 . 2 5cm 成形 ロ ク ロ 外底部回転糸 き り
折縁小皿 胎土 黄灰色 白 色粒子含む 気孔あ り 釉薬 淡黄褐色 透 明 漬け掛け 焼成 良好

瀬戸
法量 口径256cm 底径1 6 .0cm 器高6.85cm 成形 ロ ク ロ 後外底部ヘ ラ 削 り

1 4  胎土 黄灰色 気孔あ り 釉薬 内面淡灰緑色 外面黄灰色、 褐色 ハ ケ 塗 り 焼成 良好
洗 備考 内底部 に焼台痕 あ り

1 5  竜泉窯 法量 口 径 1 66cm 成形 ロ ク ロ 文様 体部外面 に 鏑蓮弁 素地 淡灰色
青磁 碗 釉薬 灰緑色半透明 焼成 良好

1 6  骨製品 法量 長 さ (78)cm 最大幅1 73cm 厚 さ 0 3cm 成形 磨 き 仕上 げ
種 目 鹿 部位 中足骨か ？ （遠位端部 ？ ） 色調 褐色

1 7  箸 法量 長 さ 2 23cm 幅0.7cm 厚 さ 0.45cm 成形 両 口

出 土遺物観察表 2 土堀35
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1 8  瀬戸 成形 ロ ク ロ 胎土 黄 白 色 白 色粒子含む 釉薬 灰緑色 透明 潰け掛け
平碗 焼成 良好

1 9  
序自 衣ffilj 口口日 法量 長 さ (5 .9)cm 幅1 2cm 厚 さ 02 5cm 成形 磨 き 仕上 げ

鉾 種 目 鹿 ？ 部位 不明 色調 明褐色

20 銭 熙寧元宝 北宋 初鋳 1068年 策書

出土遺物観察表 3 溝 3
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図 1 0 2 面上出土遺物

rて ― _― l‘ 9� l 

o 1 5  

法量 口径(1 5 .0)cm 底径(7.8)cm 器高(3 .2 )cm 成形 手捏ね 内 底 部 ナ デ後 口縁部 ナ デ
1 I か わ ら け 胎土 針状物質、 砂粒多量、 赤色小粒含む 色調 灰橙色 焼成 良好

備考 板状圧痕 あ り
法量 口径(1 2 .0)cm 底径(7.4)cm 器高(3 .05)cm 成形 ロ ク ロ 内底 部 ナ デ 外底部回転糸 き

2 I か わ ら け I り 胎土 針状物質、 赤色小粒含む 色調 灰橙色 焼成 良好
備考 二次焼成 を 受 け る

備前 成形 輪積後 ロ ク ロ 条線4本遺存 胎土 砂粒、 白 色粒子、 赤色小粒、 長石含む

4 「 常悶類
ー 1:： ：:：ロ ク ：

成
：： 小

石
、 長石含む 色調 灰色 焼成 良好

捏鉢 ，備考 内面口縁部 あ た り に 降灰ー ・
常滑 II 類 成形 輪積 口 縁部 ナ デ 胎土 灰黒色 砂粒、 シ ル ト 岩粒、 長石含む5 I 捏鉢 色調 茶褐色 一口縁部 に 降灰 焼成 良好
常滑 II 類6 I 成形 輪積 口 縁部 ナ デ 胎土 灰黒色 砂粒、 小石含む 色調 茶色 焼成 良好捏鉢

7 t常滑 II 類 成形 輪積 口縁部 ナ デ 胎土 灰黒色 砂粒、 黒色小粒、 長石含む
捏鉢 色調 茶色 焼成 良好- -- -- --- -

8 常滑 法量
甕 転用 色調

9 I 
常滑 法量

甕 転用 色 調
瀬戸 成形
卸皿 釉薬
瀬戸 法量
卸皿 孔有 り

3
 

1 0  

1 1  

長 さ 4.8cm 幅5.0cm 厚 さ 1 2cm 胎土 灰褐色 黒色粒子、 シ ル ト 岩粒 、 長石含む
灰黒色 ー 焼成 良好 備考 外面 に 降灰 2 面砥面
長 さ 3 .8cm 幅3. 5cm 厚 さ 0.8cm 胎土 灰褐色 シ ル ト 岩粒、 石英含む
褐色 焼成 良好 備考 3 面砥面
ロ ク ロ ロ縁部横 ナ デ 胎土 灰 白 色 砂粒含む 気孔あ り
灰緑色 透明 ハ ケ 塗 り 焼成 良好
口径(1 5 . 8)cm 成形 ロ ク ロ ロ縁部横 ナ デ

釉薬 灰緑色 ハ ケ 塗 り 焼成 良好
種 目 鹿12 l 骨 未製品 法量 長 さ 2 .8cm 幅1.4cm 厚 さ 0.4cm

備考 両面 に加工痕’― ― 鉄製品- -［ --- ------- -- --- -

釘 法量 長 さ (6.6)cm 幅0.4cm 厚 さ 0 .25cm

胎土 灰色 砂粒、 白 色粒子含む 気
備考 二次焼成 を 受 け る

部位 中 手（足）骨

1 3  

1 4  
1

冑 法量 長 さ （5 6)cm 幅09cm 厚 さ 06cm
＿ ＿ 鉄面品 ― I - -- -- •- -- - - - -

環状金具1 5  法量 長 さ (9.0)cm 幅1 .95cm 厚 さ 0.6cm

出土遺物観察表 4 2 面上
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3 面の遺構 と 遺物

悔抜6.2m前後に 顕れる、 貝 砂混 じりの 灰黒 色 乃 至 暗 青灰 色土 上面 を3 面 とした 。 これ までの 整 地層
と 同 様に、 南に向って 緩や かに 傾斜し I 区南端では 海抜9.9m前後を 測る 。 本調査区全体の 中 で、 検 出

月

2 - - 2 

3 -

/
/

 

｀ ＇ 
l 

I 土堀38

5 _ 

6 -

゜
I 
B 

4m 
( 1/120) 
3 面全測図

- 6 

遺構 ・ 出土 遺物の 質量共に最も 多く、 それ 故に I 区の 整理作
業が 進 まぬ現段階では 切放して 記 述し 難い部分もあり、 年代
観等は後に刊行される 発掘調壺団の 報文に 於いては、 若 干の
変更 ・ 訂正が 加えられるであろう事を 予め お 断りして おく 。

第 二章で 触れた 様に、 3 面 は 新 旧の2 時 期に 分割される 可
能性が 謁く、 又、 調査時4 面 として 扱った 遺構群が3 面の 古
い 時 期に 含 まれる 要素も 含 むが、 本 報告では とりあ えず 一括

して3 面 として扱う。 検出された 主遺構は、 I 区に跨る 溝 l

条 ・ 建物 址の 可能性のあるものを 含め土 城5 基である 。 全体
図 ・ 図11 には 整理が 追いつかず図 示し 得なかったが、

は建物の 可能性の あるものを 含め土 堀20基 ・ 礎板を 伴うもの
を 含め ピ ッ ト23 口等を 検 出している 。 尚、 本 稿に 於いては I

区との 兼合いや 資料の 提示を鑑み、 本 報告該当 範囲内 検出遺
構の 内土 城3 基 ・ 溝 l 条をここで扱う。

溝 4 は、 II 区調壺開 始 当 初よりその存在は 予 想されてはい
たが、 後に 述べる土 堀40の 乱立する 杭に 惑わされ 結果的に ほ

ほ土 堀40と 一緒に 掘り上げてし まった 。 土層 断面 等の 観察か

（ 図13 断面図 A ) 。

I 区で 検出された 様

ら土 堀40より 新しい遺構である

良好な 状態では 検出 し 得なかった 為、

I 区で

相を 併せ観て 述べる 。

走行方向は 南北で 断面 箱形 を 呈し、 ほ ぽ同位置に 新 旧の2
時 期に 造り 替えられている 。 古い方が 深く 掘られ、 新しい方

はや や 幅広な 掘り方を 持ち浅い 。 何れも 掘り方内に 横板を 組

み、 内側から 杭で支える 構造。 杭 ・ 横板共に 寸法は まち まち

で、 誂えものは 殆どなく 再利用 品 或は 自然木に 僅かに 手を 加

えただ けの部材も使われていた 様に 観受けられた 。 底面 は 掘
り方の 侭で3 面の 傾斜に従って 南に向って 緩や かに 下り、
ベ ルは II 区の確認 値で5 . 70m 程、

レ

I 区最南端では5 .3 6m 程で
ある 。 覆土 は 図13 に土 堀40の 断面 図 と 共に 示した 。 概ね土 壌

化した 砂質土 乃至粘質土 で総 じて土 丹粒や 貝 粒子を 含 む 。 覆

土 最上層には、 大 型土 丹塊や 河原石等が投込 まれた 如く点 々

と 溝の方向に 沿って確認されている 。
鏑者の 怠慢に拠り確認 はしていないが、 図2 地点 1 で 検出

されている方形 竪穴建築址の 軸方位とはそう変らない と 考え
て おり、 付近の遺構の方向性延いては地境を 示している と 想
われる 。

図1 1
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図 1 2 溝 4 出 土遺物

1I 法量 口径7.6cm 底径4 .4 cm 器高 20 5 cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
1 かわ ら け 胎士 針状物 質 、 赤色小粒 、 シ ル ト 岩粒 、 貝片含む 色調 淡灰橙色 焼成 良好

備考 板状圧痕あ り

2 か わ ら け 法量 口 径 1 26cm 底径7.0cm 器高 30cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 赤色小粒 、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰褐色 焼成 良好

瓦質 成 形 輪積 内外面横 ナ デ 外面ヘ ラ 磨 き 文様 体部外面 中位 よ り 大菊花 文押印 ・ 貼 り 付 け
3 型押 し 連珠文 ・ 沈線 ・ 連続小菊花文押印 ・ 沈線 胎土 灰 白 色 小石、 長石含む 気孔あ り火鉢 色調 内面灰色 外面灰黒色 焼成 良好 備考 脚付 き か ？

4 輛 羽 口 法量 外径( 6 6)cm 内径(26)cm 厚 さ 1 9cm 成形 棒 に 粘 土 を 巻 い て 成形 外面 ナ デあ り
胎土 砂粒 、 シ ル ト 岩粒含む 気孔あ り 色調 淡灰橙色 焼成 良好

5 東播系 成形 輪積後 ナ デ 胎土 砂粒、 小石、 白 色粒子含む 色調 暗灰色 焼成 良好捏鉢

6 渥美 法量 底径( 1 2 6)cm 成形 輪積後 ロ ク ロ 高台貼 り 付 け 外底部脇ヘ ラ 削 り
捏鉢 胎土 小石 、 白 色粒子含む 色調 灰褐色 焼成 良好 備考 摩耗痕あ り

7 常滑 法鼠 口径3 5 .4 cm 成形 輪積 内面指頭痕 外面縦方 向 に ハ ケ 目 あ り 胎土 砂粒、 小石
、 長石 、 石英含む 色調 茶褐色 焼成 普通 備考 内 面 に漆か油付着

瀬戸 法量 胴部径5.9cm 脚 部径28cm 底径62cm 成形 ロ ク ロ 外底部 回転糸 き り
8 仏華瓶 文様 胴部外面 に 菊花文押印 胎土 灰 白 色 砂粒含む 釉薬 暗緑色 漬け掛け

焼成 良好

， 竜泉窯 法量 口 径 1 2.8cm 成形 ロ ク ロ 素地 灰色 砂粒含む 釉薬 灰緑色 半透明
青磁 小鉢 焼成 良好

1 0  銭 皇宋通宝 北宋 初鋳 1 0 3 9年 策書

出土遺物観察表 5 溝 4

図 1 2に 図示 し た 出 土遺物 は 、 新 旧 2 時 期 の掘 り 分 け ・ 遺物 の 分類 は 行 い 得 な か っ た も の の 、 グ リ ッ ド
4 ラ イ ン よ り 南か ら 出 土 し た も の と 断面 図 A 確認後 に 出 土 し た も の で あ り 、 概ね士城40 に帰属す る べ き

辿物 と の混在 は な い と 考 え る 。
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土層注記 ；
l l1音灰 色弱粘質土 木片 ・

土丹粒 を 含 む 。 2 ， 暗褐
色 砂 質粘土。 3 黒 褐 色
粘 土 。 粗砂 を 混 入 し 土丹
粒 を 多 罷 含 む 。 4 暗褐
色 砂 質 粘 土 。 裏 込 め か 。
5 11音 褐 色 粘 質土 。 貝 粒
子 を 大罷 含 む 。 6 褐 色
粘 質 土 。 7 暗 茶 褐 色 砂
質 粘 土 。 g 灰 白 色 砂 質
土 ＋ 貝粒子層。 9 黒 褐

3--

色粘質土。 貝 粒子 ・ 土丹粒
・ 木片含む。 1 0. 暗灰色砂
質粘上。 土丹塊含む。
1 1  黒 褐 色 粘 質 土 。 土丹
小塊含 む 。 1 2  暗茶褐色
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土堀40 は 建物址の可能性 の あ る 木組構造 を 伴 う 逍構 で あ る 。

検出 時 に は 遺構確認面 で の ほ ぼプ ラ ン 通 り に 、 南北約5. 5 m X 東西最大で2. l m の 範 囲 内 に 外周 の杭 と

横板が検 出 さ れて お り 同 一遺構 と 判 断 し て い る 。 溝 4 は土堀40埋没後 に 上層 か ら 掘 り 込 ま れ て い る 。

図40 に は 土堀40 と し た 範 囲 の 平 面 図 ( S = 1 /30) 、 図41 に は 要 所 の 立 面 図 ( S = 1 /30) を 示 し た 。

以 下 、 挿 図 で は顕 し き れ な い調壺時の所見 を 交 え 、 全体の構造か ら 杭 ・ 横板の組 ま れ方 等 に つ い て 触 れ

て い く 。

既 に 触 れた よ う に 、 図 1 3 断面 図 A 14層 で の 遺構確認の 際 に 、 方形 に 観 ら れ た 遺構 プ ラ ン を 順次掘下 げ

て い き 、 遺構底面 に 4 箇所東西方 向 の杭 と 横板で区切 ら れた構造であ る こ と が判 断 さ れ た 。 上層 は概ね

断面図 A 9 層 が拡が り 、 複数 の 遺構 の 重複 で は な い と 考 え ら れ る 。

外周 は北東 ・ 南 東 の 角 を 始め 、 要所で は 太 め で長 い杭が使用 さ れ て い る 。 現地調査時 に は 、 湧水等の

為 平面 的 な確認は し 得 な か っ た が、 何れ も 杭 に 伴 う 掘込みや礎板 は な か っ た と 判 断 し て い る 。 調査期 間

内 で 許す 限 り 抜取 っ た 杭 は 殆 どが先端 を 加工 し 尖 ら せ た も の であ っ た 。 横板の状況は上面の削平や廃菓

の 際 に抜かれた も の か遺存状況 は 良 く な か っ た が、 北西隅 に 置 い て は杭 の 間 に幅約10~20cm程の横板を

挟 ん で い た で あ ろ う 様相が観察 さ れ た 。 こ の箇所の横板は検出 時 に 少 な く と も 5 枚 は確認 し て お り 、 仮

に 杭 の 間 に 挟 ん で組上げて い た と す れ ば、 北西 隅 に 逍存す る 杭の 頂 部の 高 さ に 合致す る 。 外周 部 の 他 の

横板材 も 、 比 較 的 長 く 厚 め の も の だ が幅や長 さ に は統一性がな く 、 廃材の再利用 と 考 え ら れ る 。 南東隅

で は 、 原 さ が1 0cm程 も あ る 板材が内側 に 倒 れ た 状況で検出 さ れ た 。

内 側 は 、 東西方 向 の横板 を 境 に底 面 の レ ベ ル が異 な る が、 横板直 上の土層 は 相 互 に 入 り 込ん で い る こ

と か ら 概ね 同 時期 に埋没 し て い る と 考 え ら れ る 。 以下 の記述の 都合上、 横板 を 境 に 北か ら 順 に①～⑦の

番号 を 与 え る 。

①は 士堀40 と し た 範 囲 の 中 で最 も 北側 に位置 し 、 底面の レ ベ ル は 5. 80 m を 測 る 。 底面 は 硬化 し て い る

と は 言 え な い ま で も 、 土壌化 し た 同 質 の砂質士で整地 さ れて い る 。 こ の 整地層 上 に は 、 鎌倉石 ・ 礎板状

の 板材 ・ 束柱状の部材が検出 さ れた 。 こ れ ら が床板 を 据 え る 為 の構造物 と す れ ば、 検出 し た 整地 層 は床

下 の 掘 り 方底面 と な ろ う か。 立面 図 G で顕 し た横板 と 杭 は 、 こ の 整地層 上 で造作 さ れた 様 に 観察 さ れ た 。

横 板 は 表面 に 手斧痕が遺 る も 再利用 品 で、 先端 部 を 尖 ら せ た 杭 に 伴 う 掘込み は観察 さ れず、 打込 ま れ た

も の で あ ろ う 。

②の範囲 は 、 底 面 を 若千掘 り 過 ぎて い る 感 も あ る も の の 、 ①の如 く 構造 を 推 し 量 る 様 な 部材 等 は 掘 下

げ時か ら は確認で き な か っ た 。 東側 の横板は、 下場が ほ ほ底面付 近 で杭 に挟 ま れ た 状況で検出 さ れて い

る 。 こ の杭 は 後 に②範 囲 内 で ト レ ン チ を 人 れ た 際 に 断面で確認 し た が、 か な り 地 中 深 く 迄入 っ て い る が、

伴 う 掘 込 み は確認 し 得 な か っ た 。 ②の 範 囲 に 伴 う の か 、 外周 の構造 に 伴 う の か は 不 明 。 北側 の横板 （ 断

面 図 H ) に は 「 介」 と も 読 め る 刻 み が入 る 。 南側 の横板は、 ③ に 伴 う も の であ ろ う 。

③の範囲 は 、 西 寄 り 上層 大部分 を 溝 4 に 因 り 失 わ れ て い る 。 底 面 は 固 め ら れて は い な い も の の 、 貝 粒

子 を 混交 し た 同 質 の粗砂で平坦 に 均 さ れ て お り 、 レ ベ ル は約5. 90m 前後 で 外周 部横板材 の 下場 と 合致す

る 。 底 面 中央付近 に は ほ ぼ等 間 隔 で床 束状の杭が 3 本検出 さ れ た 。 上面 の レ ベ ル は ほ ぼ一致す る が、 横

板上面や杭頂部 と は 10~ 1 5cm の レ ベ ル差があ る 。 北側 の横板は③の 内側 に 倒 れ込み、 調資区壁 よ り 抜取

っ た 所長 さ 222cm を 測 り 、 士城40 と し た 東匝範 囲 の 目 安 と な ろ う か。 横板 を 支 え て い る 杭 は 、 断 面 図 G

の 杭 と 同 様 に 先端 を 尖 ら せ、 打 込 ん だ も の と 観察 さ れ た 。 ①の範囲 と 同 様 に 、 底 面 に 遺 る 部材等か ら 建

物址 と し て の構造 を 推 し 量 れ る 範囲 で あ る 。 図 1 5 に 図 示 し た 出 土遺物 は 、 若干溝 4 の 遺物 が混入 し て い

る 恐れがあ る が、 こ の付 近 か ら 出 土 し た も の が多 い 様 に 感 じ ら れ た 。
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④の範囲 は、 狭小乍 も 横板や堆積土 に特徴が観 ら れ た 為独立 さ せ た 。 横板上面 は ほ ぽ同 レ ベ ル で、 上

端 の 同 じ く ら い の 範 囲 及 び杭 の 頂部が黒 く 焼 け 火熱 を 受 け た様相が窺 え る 。 各 杭 は 立面 図 の 記録時 に 、

杭の表面で 断 ち 割 り 土層 を 丹念 に 精査 し た が、 伴 う 掘込みは確認出 来ず全て打込 ん だ も の と 判 断 さ れ る 。

④は外周 部 を 除 き 検出 さ れ た 柚板材 の 中 で は比較的 高 い位置 に あ り 、 こ の 板材 間 が検 出 時 に は硬化面が

あ っ た 事 を 考 え 併せ る と 、 他 の 範囲 と は 異 な る 空 間 • 利 用 方法 で あ っ た と 想像 さ れ よ う 。 又、 立面 固 I

で示 し た横板は、 別 の 板材 に て継足す 様 に 外周 の 部材 を 乗越 え 、 偶 然 と は 思 え な い 一致す る 方 向 で 東 に

延 ば さ れ、 ⑦の範囲へ と 続 く 。 ④の範囲 と 外周部 と の境 に は 、 外周 部角 と 同 規模 の 太 い柱が検出 さ れ て

い る 。 断面図 I . J 中 の最西端 の 杭 は 、 溝 4 の杭 と 紛 ら わ し か っ た が杭 の 大 き さ や、 打込 ま れ た深 さ 等

か ら ⑤の 範 囲 に 伴 う も の と 判 断 し て い る 。

⑤の範囲 は土城40 と し た 範 囲 内 の 南端 に 中 る が、 前項溝 4 検出 時 に 部分 的 に 掘 り 過 ぎ て し ま い 、 南東

隅 の 厚 い 横板材検出 時 に 改 め て 土堀40 内 に 含 ま れ る 事 を 判 断 し て お り 、 検 出 状況か ら 述べ る に は か な り

不安があ る 。 底 面 は 断面 図 C に 示 し た 様 に か な り 起伏があ る が、 本 来 は 高 い 辺 り が⑤の 底 面 と 考 え て い

る 。 底 面 に は①や③の如 く 構造 を 椎 し 量 れ る 様 な 部材 等 は検出 さ れ な か っ た が、 外周 部際底面上 と や や

浮 い た 所 に は石が検出 さ れ て い る 。 ⑤の範 囲 の 外周部の横板は、 廃材再利用 品 と は い え 比較的上等 な 横

板が使用 さ れ て お り 、 士城40の 中 で は 在 る 位置 を 占 め て い た と 考 え て い る 。 こ の こ と は 内 側 に倒 れ 込 ん

だ状態 で検出 さ れ た 南端の分厚 い 板材か ら も 想像 さ れ よ う 。 理解 に 苦 し む の は 、 倒 れ込 ん だ厚い板材 の

上 に 外周材 を 跨 い で⑥の範 囲 に 及 ん で粗 末 な 板材 ・ 木端 が検 出 さ れ、 数枚壁横板状に確認 さ れて い る こ

と で あ ろ う か。 こ れ に つ い て は 、 ⑥の項で触 れ る 。

⑥の範囲 は遺構 プ ラ ン 確認 当 初 か ら 覆土が類似 し 、 土堀40 と し た 範 囲 内 に付属 す る と の予 想 は し て い

た が、 外周材が通 し て続 く 事か ら 一 旦 は 別物 で あ ろ う と の判 断 を 下 し た 。 そ の 後 、 こ れ ま で に 述べて き

た 様 な 経過 を 辿 り 、 や は り 土堀40 と し た 範 囲 の 一部で あ ろ う と 考 え て い る 。 ④ ・ ⑤の範囲 と 南北 ほ ほ同

幅で東側 に取付 く よ う に拡幅 さ れ、 打 込 ん だ杭 に て 横 板 を 支 え て い る 。 ④の範囲延長上で は 、 杭は比較

的密 な 間 隔 で打込 ま れ横板 も 端材 と は い え 原 い も の が使 わ れ て い る 。 対 し て⑤の 範 囲 延 長 上 で は 、 杭 の

間 隔 も 雑 な も の と な り 横板 も 薄 い粗末 な も の と な る 。 調査時 に は ベ ル ト の 設 定 を 怠 り 、 グ リ ッ ド 3 ラ イ

ン 付近 で時期差或 は 同 一遺構か否か を 確認 し て い な い 。

⑦の範囲 は 、 調査時か ら 土堀40 と し た 範 囲 の東側裏込め 的 な 部分 な の か、 ⑦ の 東側横板 と 杭の打込 ま

れた位置等か ら 隣 り 合せに存在す る 土城40 と 同 様の遺構の横板 な の か は判 断 に 苦 し ん で い る 。 こ の 付近

の 覆 土 は 断面 図 A 14 · 1 5層 と は類似す る が、 幾分 し ま り が な い 様 な 印象 を 受 け た 。 ①の東側 と 北側 に 検

出 さ れ た 横板材 も 含め て 本稿 で は 帰属 ・ 性格等 は保留 さ せ て 頂 き た い 。

尚 、 屈 1 6 に は概ね範囲⑥ ・ ⑦か ら の 出 土遣物 を 図 示 し た 。

極 め て 抽象的且つ 曖 昧 に 述べ て き た が、 調査時遺構名 の侭述べ て き た 土堀40 は 木材基礎構造の建物址

と 考 え ら れ る 。 外周 材 と し た 範 囲 内 側 が建物 l 軒分の範囲で、 そ の 中 を 東西 方 向 の横板材等で間仕切 り

し 、 床 面 は板張が想 像 さ れ る 。 構造か ら 観て も そ う 長持す る 建物 と も 思 え な い が、 ②ゃ⑥の 様相 等 か ら

は使用途上での 改築或は増築 も 考 え ら れ る 。 I 区 の 調 壺 に 於 い て も 、 多 く の杭が調裔面上で検出 さ れ た

が今の所同様の建物址 を 類椎す る に は 至 ら な い 。 土堀状の掘込み底面 に礎板が散在す る 遺梢 は い く つ か

観 ら れ た が、 寧 ろ 礎板 を 伴 う 柱穴 で掘 立柱建物が数軒確認 さ れそ う で あ る 。
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1 か わ ら け

2 か わ ら け

3 か わ ら け

4 か わ ら け

5 か わ ら け

6 か わ ら け

7 か わ ら け

8 か わ ら け
極小

土器質， 浅鉢型火鉢

1 0  土器質
火鉢

1 1  常滑 I 類
捏鉢

1 2  常滑 I 類
捏鉢

常滑 I 類1 3  
捏鉢ー ， ー

法量 口径6.9cm 底径4.2cm 器高 1.85cm 成形 ロ ク ロ 内底部ナデ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 砂粒、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰褐色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り 二次焼成 を 受 け る
法量 口径7.4cm 底径5.4cm 器高 1 6cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 気孔あ り 色調 淡灰褐色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
法量 口径7.6cm 底径5.8cm 器高1 .6cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 気孔あ り 色調 橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
法量 口径8.0cm 底径74cm 器高 1 .8cm 成形 ロ ク ロ
胎土 針状物質、 砂粒含む 色調 淡灰褐色
法量 口 径 1 1 8cm 底径74cm 器高 34cm 

焼成 良好
成形 ロ ク ロ

内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
備考 板状圧痕 あ り

内底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物質、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 気孔あ り 色調 橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
法量 口 径 1 2.2cm 底径7.2cm 器裔3.55cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 褐色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り 二次焼成 を 受 け る
法量 口 径 1 4 .2cm 底径10.4cm 器高 3 . 1 5cm 成形 ロ ク ロ 内底部ナデ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質、 砂粒、 シ ル ト 岩粒、 貝粒含む 気孔あ り 色調 灰橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
法量 口径5. 1 cm 底径3.65cm 器高08cm 成形 ロ ク ロ 内底部ナデ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 砂粒、 雲母含む 色調 淡橙色 焼成 良好 備考 板状圧痕 あ り
法量 口径(38 .2)cm 底径(27 .7)cm 器高9.1cm 成形 輪積 外面上部横 ナ デ 中部指頭痕
下部ヘ ラ 削 り 胎土 灰色 砂粒、 白 色粒子含む 色調 内面灰黒色 外面黒色
焼成 良好
成形 輪積 口縁下 に孔あ り 外面上部横 ナ デ 胎土 灰色 針状物質、 白 色粒子含 む 気孔
あ り 色調 内 面灰黒色 外面黒色 焼成 良好
法量 底径1 2 .6cm 成形 輪積後 ロ ク ロ 高台貼 り 付 け 外底部脇 ヘ ラ 削 り
胎土 小石、 長石、 貝粒 を 多量 に含む 色調 灰褐色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 小石、 石英、 黒色小粒含む 色調 灰褐色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 小石、 長石、 石英、 黒色小粒、 貝粒含む 色調 灰褐色 焼成 良好
直竺 内 面 に ス ス 付着
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良好

胎土 小石、

捏鉢 砂粒、 長石、 石英、 貝粒含む 色調 淡灰褐色 焼成 良好 備考 内面体部 に重ね焼 き 痕

1 6  常滑 II 類 成形 輪積 口縁部横 ナ デ 胎土 暗灰褐色 小石、 長石、 石英、 黒色小粒含む
捏鉢 色調 褐色 焼成 良好

1 7  常滑 II 類 成形 輪積 内面櫛歯状工具 に よ る 調整 胎土 暗灰褐色 小石、 砂粒、 長石、 石英、 貝粒含
捏鉢 む 色調 橙色 焼成 良好

18 | 常滑 法量 口径22 0cm 成形 輪積 内外面指頭痕 あ り 胎土 灰色 砂粒、 小石、 黒色小粒含
甕 む 色調 茶褐色 焼成 良好

1 9  常滑 成形 輪積 胎土 灰褐色 砂粒、 小石、 白 色粒子、 黒色小粒含む 色調 暗茶褐色
甕 焼成 良好

20 常滑 成形 輪積 内面指頭痕あ り 胎土 灰褐色 白 色粒子、 シ ル ト 岩粒含む
甕 色調 暗茶褐色 焼成 良好 備考 内 面 にi由付 着 か

2 1  瀬戸 法最 口径( 1 58)cm 成形 ロ ク ロ 胎土 小石、 長石、
石

英 、 黒色小粒含む
山茶碗 色調 淡灰褐色 焼成 良好

2 2  常滑 法量 底径6.6cm 成形 ロ ク ロ 高台貼 り 付 け 胎土 小石、 石英、 白 色粒子、 貝粒含む
山茶碗 色調 灰褐色 焼成 良好 備考 二次焼成 を 受 け る 高台畳付 き 部分 に も みが ら 痕 あ り

23  同安窯 法量 底径5 0cm 成形 ロ ク ロ 外底面ヘ ラ 削 り 文様 内底面櫛描 き 素地 淡灰色
青磁 皿 1気孔あ り ＿ー＿釉翠ー 暗灰緑色 透明 外底面露胎 焼成 良好 備考 外底部 に 墨書あ り

24 白磁 法量 底径5.5cm 成形 ロ ク ロ 素地 灰 白 色 微気孔あ り 釉薬 灰 白 色 半透明
口冗 皿 焼成 良好

25 竜泉窯 法量 口 径 1 28cm 成形 ロ ク ロ 文様 体部外面 に鏑蓮弁 素地 灰 白 色
青磁 碗 釉薬 淡青緑色 半透明 焼成 良好

26 竜泉窯 成形 ロ ク ロ 文様 体部外面 に鏑蓮弁 素地 淡灰橙色 釉薬 灰黄緑色 半透明
青磁 碗 焼成 良好

出土遺物観察表 6 土堀40 ( 1 ) 
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図1 6 土墟40出土遺物 ( 2 )

I 法羅 口 径9 .8cm 底径48cm 器高 1 . 8cm 成形 手捏ね 内 定部 ナ デ後口縁部 ナ デ
1 

!| 
か わ ら け 胎土 針状物 質 、 砂粒、 小石含む 色調 灰褐色 焼成 良好 備考 二次焼成 を 受 け る

2 か わ ら け 法量 口 径1 3 .0cm 底径4 .3cm 器高3 2 5 cm 成形 ロ ク ロ 内底部ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物質 、 赤色小粒 、 シ ル ト 岩粒、 貝粒含む 気孔あ り 色調 橙色 焼成 良好

3 常滑 成形 輪積 内面指頭痕 あ り 胎土 灰褐色 砂粒、 白 色粒子、 黒色小粒含 む
色調 茶褐色 焼成 良好 備考 口縁部 に多量の降灰 あ り

4 硯 法量 長 さ ( 8 . l )cm 幅( 3 . l )cm 厚 さ (0.8)cm 産地 不明 ・ 黒色粘板岩製 成形 遺存側面鋸
状切 断痕 表面剥離 裏面 磨 き 仕上 げ 備 考 表面剥離後裏面 に 海部 を 造 り 出す。 墨痕。

5 砥石 法量 長 さ (4 9)cm 幅(4. l )cm 厚 さ ( 1 8)cm 産地 天草産 ・ 中砥
備考 砥面 は表裏 2 面主使用 か。 成形時加工痕 は破損 に 因 り 不明。

出土遺物観察表 7 土堀40 ( 2 )  

土堀40構造部材計測表 に つ い て

土堀40構造部材計測 表 1 ~ 3 は 、 士堀40 と し た 範 囲 内 で 出 土 し た杭 ・ 横板類 の 内 、 調査時に抜取 っ た

も の を 整理時 に 計測 し 一 覧表 に ま と め た も の であ る 。 発掘調壺団 か ら 刊 行 さ れ る 報告書 と の 兼合 い で 図

1 2 と の 対照 は控 え る が、 部材資料 と し て発掘調査団 の 了 解 を 得 て そ の 数値の み を 提示す る も の で あ る 。

出 土位置は士堀40 と し た 範囲 内 で の 大 ま か な 位置 を 、 長 さ ・ 幅 ・ 厚 さ は cm単位で表 し て い る 。 備考欄

に は 、 計測 時 の 観察 を 記 入 し （数値） 削 り と あ る の は 、 例 え ば15. 00削 り と は杭 と し て 尖端 を 削 り 出 す

為 下 方 1 5cm を加工 し て い る 事 を 表す。 （立） は 、 園 1 3立面 図 中 に 表現 さ れ て い る 部材 を 表 し て い る 。

No I 辿構名 I 出土位置 種別 長 さ 幅 厚 さ 備 考

097 土40 北 横板 3 1  0 4 3 08 （立）
057 土40 南 ， 横板 3 7  5 4 .5  07 切込み
098 土40 北 横板 4 0.0 50 0 .5  （立）
0 7 1  土40 北 横板 4 0  5 6.7 06 焼痕
060 土40 南 横板 4 5  0 1 0  0 38 手斧痕 ，焼痕
072 土40 南 横板 47.0 26 3 2.0 手斧痕焼痕
067 土40 北 横板 5 1  7 2 1 .0 3 5  手斧痕焼痕

061 土40 南 横板 5 2  0 1 0 .0 6.0 手斧痕(4面） ，焼痕
土40 北 横板 焼痕 ，釘穴 ，（立）022 52 8 6.4 1 8 

068 土40 北 横板 54 0 90 0 .8  

土4 0 南 横板 漆喰 ，焼痕 ，（立）0 3 1  5 5  0 80 2 0 

032 土40 南 横板 58 0 1 7 .0 1 5 漆喰焼痕 ，（立）

052  土40 南 横板 60 0 1 0  5 2 0 手斧痕 ，釘

土40 北 横板 漆喰焼痕045 6 1 .0 7 5 2 0  

0 5 5  土40 南 横板 65 5 1 1  0 1 3 

023  土40 北 横板 66 0 1 0  0 1 9 手斧痕釘 ，（立）

044 土40 北 横板 7 1  0 1 7.0 2 .7  手斧痕

034 土40 南 横板 720 1 3 .0 1 .4 1 cm位の 穴

070 土40 中央 横板 73.7 83 0 8  焼痕

054 土40 南 横板 74 0 1 0 .0 0.8 

046 土40 北 横板 75 0 3 .6  0 . 3  

土40 北 横板1 1 5 83 5 6.3 0 4 

053 土40 南 横板 84.0 95 1 0 

048 土40 北 横板 84.5 1 0  0 0 5  焼痕

土堀40構造部材計測表 1
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No 

059 
1 1 4  
058 
05 1 
033  
063  
1 1 0 
028  
050 
049  
065 
1 08 
006 
069 
008 
001 
0 1 5  
073 
1 09 
0 2 1  

- � - -

1 07 
1 54 
0 1 2  
0 3 7  
024  
0 1 3  
079 

逍構名 出土位置

土40 南
土40 北
土40 南
土40 北
土40 南
土40 南
土40 北
土40 北
土40 北
土40 北
土40 南
土40 I 中央
土40 北
土40 北
土40 北
土40 北
土40 北
土40 南
土40 北
土40 北
土40 北
土40
土40 北
土40 南
士40 北
土40 北
土40 北
土401 4  7 - --- - - [  - -- -

036 土40 南
030 
1 3 3  

• -
土40 南

ー・

土40

種別

横板
横板
横板

l 横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板
横板

杭
杭
杭
杭
杭
杭
杭
杭
杭
杭

|— •  

杭1 30 
077 
1 3 1  
020  
1 35 
0 1 8  
1 4 8  - - -
0 3 5  
1 39 
0 1 7  
1 4 1  
1 5 0 
0 1 9  
096 
0 1 1 
0 1 4  
090 

響一 一

1 2 1  - -
087 
1 04 
1 53 

ー ・

1 2 7  
1 3 8  
095 
076 

土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40
土40

「面―

土40
土40
土40― ―← •  

1 1 6 土40
056 土40
0 1 0  土40
080 土40

北 杭
杭

北 杭
杭

北 杭
杭

南 杭
杭

北 杭
杭
杭

北 杭
南 杭
北 杭
北 杭
北 杭

1-- ------ - .  -

杭
北 「

一
杭

―
- -

北 杭
杭

l - ト
杭
杭

南 杭
北 杭

杭
南

l -
杭

北 杭
北 杭

長 さ 幅 厚 さ 備 考
86 0 1 0 .5 2 .5  漆喰焼痕
86 0 6.5 0 4 漆喰焼痕
94 0 1 8  3 30 手斧痕 ，漆喰焼痕
98 5 1 0 .0 0.5 漆喰
99 5 1 3 .0 20 釘 穴漆喰（下方）

1 07.2 85 1 5 焼痕
1 1 5 5 4 5 05 漆喰
1 1 6 0 5 3  1 .0 （立）
1 2 1  0 1 1 .0  0 .5 
1 2 5 0 85 05 針穴 l ケ
1 3 5 0 1 1  0 20 手斧痕ホ ゾ穴 l ケ ，釘 ，釘穴焼痕
1 4 8  5 9.7 08 漆喰焼痕
1 4 9  5 1 0  5 08 （立）
1 5 3 0 1 1 .0 1 . 2  
1 58 0 1 4  0 1 5 手斧痕 ，漆喰焼痕 ，切痕（立）
1 63.5 1 2  0 60 漆喰 （立）
1 68 5 1 4 .5  20 手斧痕 ，釘 穴 l ケ ，焼痕 ，（立）
1 99 0 1 1 . 4  1 .0 焼痕 ，釘 1 ケ ，釘 穴5 ケ
20 2.0 1 1 .0 1 2 漆喰
2 2 2  0 1 2  0 2 2 手斧痕釘 ，釘穴 ，焼痕 ，（立）
24 5 0 l l O 0.8 漆喰 ， 1 .0位の穴

20 0 4 .5 3 0 釘
28 0 20 1 5 焼痕（立）
29 5 8.0 20 
30 5 6 .3  3 .2  9 .2 肖JJ り
3 1 .5  2 .6  2 0  焼痕切込み ，（立）
3 3  0 60 2 5 漆喰焼痕 ，4 .5削 り
3 3  0 4 .0 1 8 
3 4  0 90 2 0  焼痕
3 8  5 3 7 30 自 然木
3 9  5 3 .5 28 宜5削 り -
40 0 3 .5 30 手斧痕 ， 1 2 5削 り--
40 .5 3 0  30 焼痕 ，75削 り
4 0  5 4 0  30 漆喰 ， 1 3 .0削 り
4 1  2 5 5 20 焼痕 ，釘穴 ， 1 5 . 1 削 り ，（立）
4 1  5 4 .0  4 5 手斧痕釘 ， ホ ゾ穴
4 1  8 5 .0 2.2 焼痕釘 ， 1 4 0削 り ，（立）
43 .0  5 .5 3 .0  28 0削 り
4 5  5 1 1 .0 3 .5 焼痕
4 5  5 6 5 3 0 釘穴 ，26.5削 り
47.0 37 20 手斧痕 ， 1 60削 り ，（立）
47 0 9.0 20 1 4 .5肖IJ り
47.0 5 .3 3 .0  手斧痕焼痕 ，90, 1 2  0削 り
4 7  5 67 2 .8  焼痕釘穴 ．28削 り（立）
50.0 1 0.0  6 .0  焼痕
50 5 4 5 2 .8  焼痕 ，8.5削 り ，（立）
50.5 37 3 . 1  10 5削 り ，（立）
53 5 7.8 78 漆喰焼痕 釘穴 ， 自 然木？
54 0 4 .0  2 5 
54 5 7 5 7 5 焼痕自 然木？ ， 円筒状
54 5 60 3 5 焼痕 ，75削 り
5 5 0 4 0 3 5 手斧痕 ， 1 3.0削 り
56.0 4 5 30 釘穴 ，2 1 .0削 り
56 0 3 .0  2 5 1 1 .0肖IJ り
57.0 6.0 5 .0 釘 3 ケ ， 1 9 .0削 り
57.5 6.0 2.2 焼痕 ， 1 2 . 5削 り
58.0 5 5 3 .0  釘2 2.0削 り
58.5 3 5 04 漆喰
58 7 4 .7  3 .5  焼痕 ， 1 4 .0削 り ，（立）
59.0 5 5 2 5 漆喰 ， 1 50削 り

土堀40構造部材計測表 2
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No I 遣構名 出土位置 種別 | 長 さ 幅 I 厚 さ 備 考
1 4 0  土40 杭 60 0 50 3 .5  漆喰 ，焼痕 ，釘穴 ， 1 5 .0削 り
1 4 2  土40 杭 60.0  5 .5 3 .0  釘23.0削 り
1 4 5  土40 杭 60 0 6 5 2 .5  全体に焼痕 ，20 .0削 り
007 土40 北 杭 6 1  0 60 4 . 5  手斧痕 ，2 30削 り
1 3 7  土40 杭 6 1  0 5 5 2 5 釘穴 ， ホ ゾ穴
1 1 8 土40 杭 62.0  5 .0 2 5 漆喰？焼痕
1 4 3  土40 杭 62 0 60 3 0 漆喰焼痕 ，釘 ， 1 60削 り
1 5 2  土40 杭 62 0 7.0 3 0 手斧痕 ，全体に焼痕 ，230削 り
1 34 土40 杭 62 5 4 5 1 7 漆喰焼痕9.0削 り
082 土40 北 杭 63 0 1 1  0 30 漆喰 ， ホ ゾ穴痕
094 土40 南 杭 63 0 1 0  0 64 焼痕 ，釘穴8ケ ，切込み ， ホ ゾ穴
009 土40 北 杭 65 0 60 4 5 手斧痕 ，漆喰 ， 1 9 .0削 り
0 9 1  土 4 0 北 杭 65 0 4 5 4 0 9.0肖1j り
1 29 土40 杭 65 0 2 5 2 5  釘穴 ，9 .0削 り
1 2 6  土40 杭 67 0 60 25 1 8.0肖0 り
1 4 9  土40 杭 67 0 5 0 30 焼痕 ，2 1 0,1 00削 り
027  土40 南 杭 67 5 5 0 30 釘穴 ，（立）
078 土40 北 杭 69.0 5 .2 30  焼痕 ， 1 0 .5削 り
1 1 9 土40 杭 7 2  5 4 5 3 .6  漆喰？ ， ホ ゾ穴 ，2 1 0削 り
1 28 土40 杭 74 0 50 3 5 漆喰焼痕 ， 1 00削 り
1 4 4  土40 杭 74 0 4 0 30 手斧痕 ， 1 0. 0 , 1 1 0削 り
1 5 1  土40 杭 74.0 5 0 30 手斧痕焼痕 ， 1 9 .0削 り
1 1 7 土40 杭 75 0 6 .5 30 2 6.0肖lj り

I-
1 20 土40 杭 75 .0  3 .5 2 5 1 7  0削 り
1 2 3  土40 杭 75 0 4 .5  3 5 漆喰 ， ホ ゾ穴 ，20 .0 , 1 50削 り
1 2 2  土40 杭 76 0 5 5 20 漆喰焼痕 ，釘穴 ， 1 70（上下）
083 土40 北 杭 79 0 1 0 .5 70 手斧痕
1 0 3  土40 北 杭 80 0 4 5 2 5 漆喰 ，焼痕 ，釘穴 l ケ
1 25 土40 杭 80 0 5 5 3 5 手斧痕 ，焼痕 ，ホ ゾ穴 ，200削 り
081  土40 北 杭 80 5 55 3 5 漆喰 ，釘穴 ， ホ ゾ穴痕 ， 1 80削 り
1 3 6  土40 杭 83 0 5 0 50 焼痕 ， 自 然木，9 . 1 4（上下）
089 土40 北 杭 85 0 80 3 5 焼痕 ，25 ,0削 り
092 土40 北 杭 85 5 6.0 3 .5 焼痕
093 土40 南 杭 88.0 1 1  0 7.5 釘穴 ， ホ ゾ穴
029 土40 南 杭 88.5 7.0 3 .0  焼痕 ，（立）
047 土40 北 杭 88 5 1 0  0 0 .5  
075 土40 北 杭 92 .0  60 30 35 0削 り
088 土40 北 杭 92 5 50 3.5 手斧痕 ， ホ ゾ穴 ， 1 5 .0削 り
1 0 5  土40 北 杭 93.0 50 3.0 切込み ，9.0削 り
066 土40 南 杭 95 5 1 2  0 1 0 焼痕
084 土40 北 杭 97.0 65 5 .0  手斧痕 ， 1 60削 り
0 1 6  土40 北 礎板 1 3  0 70 2 1 焼痕
064  土40 南 板 1 1 .0 1 5 .3 2 3 焼痕
062 土40 南 板 1 5 .0  24 . 5  1 8 焼痕
1 1 1  土40 北 板 24.0 1 4 .0 4 2 4.3 X 6,5 X 6 .2の穴あ り
1 4 6  土40 板 35 0 24 .5  20 手斧痕 ，焼痕
1 24 土40 板 4 2  5 1 1  0 30 焼痕 ，ホ ゾ穴 ，7.0削 り
1 32 土40 板 49 0 80 20 漆喰焼痕 ，ホ ゾ穴
005 土40外 北 横板 2 3  0 1 1  2 3 5 手斧痕 ，焼痕
004 土40外 北 横板 5 1  0 1 0  5 4 1 焼痕
003 土40外 北 横板 59 5 1 7  0 1 8 焼痕
002 土40外 北 横板 60.7 1 7.0 1 .8 手斧痕 ，切込み
099 土40外 南 杭 44 8 4 .5 4 .0 焼痕
086 土40外 北 杭 46.5  3 .5  2 .5  焼痕 ，6.0削 り
085 土40外 北 杭 54 0 5 5 30 漆喰焼痕 ， 1 05削 り
1 0 1  土40外 南 杭 6 1  0 6 5 6 .5 焼痕 ，釘穴 ， 1 9 .0削 り

l― • 
074 土40外 北 杭 64 3 1 5 .4 2 5 手斧痕漆喰
1 06 土40外 南 杭 66.0 1 1 .5  1 2  0 手斧痕 ，焼痕
1 00 土40外 杭 86 0 5 5 5 .5  焼痕 自 然木， 2 2.0, 1 5 . 0
1 0 2  土40外 南 杭 94 0 4 5 2 .8  13 0削 り
1 1 2  土40外 板 2 5  7 1 1  3 3.4 1 8 0 X 73の柱当 た り ，釘

土壊40構造部材計測表 3
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図 1 7土堀38 は 土堀40の 南 に や や 距離 を 罹 い て検出 さ れ た 方形土城 であ る 。 こ の 付 近 は 、 西側調査区下

場付近 を 通 る 溝 4 の 東側肩横板が迫存 し て い た り 、 排水用 の側泄 を 掘 る 程調査区 幅がな い 為 困 難 を 究 め 、

4 基の 土城 を 一 度 に掘 り 上 げ る 結 果 と な っ て し ま っ た 。 南 ・ 西側 で重複す る 3 基 の 土城 は 、 遺構の性格

や 土堀38 ・ 溝 4 と の新 旧 関 係 は 不 明 。 土堀38 の 北東掘 り 込み壁際 と 底面上 に は 角 材状の杭が検出 さ れ た 。

逍構確認当 初 は 、 そ の位置や方向 ・ 出 土遣物 の 多 さ か ら 土堀40或は溝 4 と の 関 係が考 え ら れ た が、 北側

掘 り 込み壁が比較的 明 瞭 に立上が り 、 単独の土堀 と 判 断 し て い る 。 上場規模で南北3. 82 m X 東西2. 88m
・ 深 さ 40cm強 を 測 る 。 図 1 8 に 土堀38 出 土遺物 と し て 図 示 し た も の の 中 に は 、 上記重複す る 3 土城や付近

逍構確認面状の遺物が紛 れ込 ん で い る 可 能性があ る 。

図 1 9 に は 、 2 面 か ら 3 面への掘下げ時 及 び 3 面把握 後 の遺構面精査で 出 土 し た遺物 を 固 示 し た 。 図 示

し た 他 に も 多 く の 遺物が 出 土 し て い る が、 整理時 の 制 約 に よ り 割愛 し た 。 全体 的 に 観て も 常滑 窯 の 製 品

が多 く 、 舶載品 や瀬戸窯諸製 品 は 殆 ど 出 土 し て い な い 。 上 層 の 面 で見逃 し た 逍構があ っ た の か、 年代的

に は ば ら つ き が感 じ ら れ る 。

I 区 の調査で は 、 3 面終了 後 の 下層 に 整地層 ら し き 平坦面 を 確認 し 4 面 と し て 調査 し た が、 II 区 に 於

い て は 土堀40 に 時 間 を と ら れ た こ と も あ っ て 、 3 面終了 後 は ト レ ン チ 調 査 に 移 っ た 。 設定 し た ト レ ン チ

は 図 20 に 示 し 、 出 土遺物 は 試掘 の 際の 出 土 品 と 共 に 図21 に 示 し た 。 設定 し た ト レ ン チ の 土 層 断面 か ら 観

る 限 り で は 、 3 OO以 下 に は顕著 な 整地 層 • 生活面 は認め ら れず 、 腐植土 層 や 後背湿地性の概ね 自 然堆積

層 を 確認 し た に留 ま っ た 。
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土堀38 I 0 

0 2m 
( 1/60) 図 1 7 3 面検出遺構 ・ 土堀41 出 土遺物

- 0 

/ 
土堀41

l I 3 

10cm 
(1/3) 

1 土器質 成形 輪積 内外面横 ナ デ ロ縁部外面ヘ ラ ナ デ 胎土 小石、 白 色粒子含む 気孔あ り
浅鉢型火鉢 色調 黒色 焼成 良好

2 漆器 法量 底径72cm 成形 内外面黒漆塗 り 文様 体部外面 に 朱漆で草文か ？
-響• 一 一

3 箸 法量 長 さ 1 8.8cm 幅07cm 厚 さ 05cm 両口

出土遺物観察表 8 土堀41
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

2 1  

2 2  

2 3  

2 4  
ー ・

25 

26  

2 7  

28  

29  

か わ ら け

か わ ら け

か わ ら け

か わ ら け

か わ ら け

土器質
浅鉢型火鉢
常滑 I 類

捏鉢
常滑 I 類

捏鉢
常滑 I 類

捏鉢
常滑
甕I ― - --

常滑
甕

常滑
甕

常滑
甕

常滑
小壷

常滑 II 類
捏鉢転用
常滑甕
転用
白磁

口冗 皿
竜泉窯

青磁 碗
鉄製品

火箸
銭

漆器
皿

木製品
板草履
木製品
板草履

箸
―← • - ． - —言 •-

箸
→ ’→ -

箸

箸
曲 物
底

灰釉陶器

法量 口径8 1cm 底径6 1cm 器高 1 . 5 5cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質、 砂粒、 小石、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰褐色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
法量 口 径8.0cm 底径6.4cm 器高 1 85cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質、 砂粒、 小石、 白色粒子含む 色調 暗灰橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
法量 口 径 1 2 0cm 底径82cm 器嵩3 2cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物質 、 砂粒、 小石、 シ ル ト 岩粒含む 色調 淡灰橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
法量 口 径 1 3 0cm 底径82cm 器高3 2cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物 質、 砂粒、 小石、 シ ル ト 岩粒含む 色調 橙色
法量 口 径 1 2.8cm 底径86cm 器高3 1 cm 成形 ロ ク ロ

焼成 良好
内底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り

胎土 針状物質、 砂粒、 小石、 シ ル ト 岩粒含む 色調 暗灰橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
成形 輪積 内面上部に細かい櫛歯状工具 の ナ デあ り 胎土 灰褐色 針状物質、 砂粒 、 小石
、 白 色粒子、 シ ル ト 岩粒含む 色調 内面灰褐色 外面黒色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 小石、 貝粒子、 長石含む 色調 灰褐色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 小石、 黒色粒子、 貝粒子含む 色調 淡灰褐色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 小石、 白 色粒子、 貝粒子、 長石含む 色調 暗茶褐色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 砂粒 、 小石、 白 色粒子、 貝粒子、 長石含む
色調 内面茶褐色 外面緑褐色 焼成 良好
成形 輪積 胎土 灰褐色 小石、 長石含む 色調 褐色 焼成 良好
備考 口縁部内外多量の 降灰

成形 輪積 胎土 小石、 白 色粒子、 貝 粒子、 長石含む 色調 暗褐色 焼成 良好

法羅 口径3 4.4cm 成形 輪積 胎土 淡灰褐色 小石、 長石含む 色調 茶褐色
焼成 良好
成形 輪積 胎土 淡灰色 小石、 長石含む 色調 茶褐色 焼成 良好
備考 肩 部 に 2 本の条線あ り
法量 長 さ 64cm 幅5.2cm 厚 さ 10cm 胎土 淡灰褐色 砂粒、 小石、 白 色粒子含む
色調 褐色 焼成 良好 備考 4 面砥面
法量 長 さ 69cm 幅9. 1 cm 厚 さ 0.9cm 胎土 灰褐色 砂粒、 小石、 白 色粒子含む
色 調 茶褐色 焼成 良好 備考 2 面砥面

法量 口径(1 1 8)cm 成形 ロ ク ロ 素地 淡灰色 釉薬 灰 白 色 不透明 焼成 良好

法量 口 径( 1 4 .S)cm 成形 ロ ク ロ 文様 体部外面 に鏑蓮弁 素地 灰 白 色
釉薬 淡青緑色 半透明 焼成 良好

法量 上部04cm 下部0.45cm

元祐通宝 北宋 初鋳 1 086年 策書

法量 底径7.6cm 成形 内外面黒漆塗 り 文様 内面に朱漆で花文
•� → ← • 一 → • - •- •-

法量 長 さ (1 7O)cm 幅(7O)cm 厚 さ 0.2cm 柾 目

法量 厚 さ 02 5cm 柾 目

法量 長 さ 2 15cm 幅0. 5 5cm 厚 さ 05cm 両 口
- -���-- - - --- - -- ----- --- -- 響

法量 長 さ 20.0cm 幅0.7cm
＿ー ・ 一

厚 さ 0.3cm

法量 長 さ 1 9 .5cm 幅085cm 厚 さ 04cm 

法量 長 さ 2 0.7cm 幅0.6cm 厚 さ 06cm 

法量 厚 さ 08cm 柾 目

両 口

両 口
•-- ―言 —- ．言 一言・

→ ← - - - -

両 口
ー・

法量 底径7.2cm 成形 ロ ク ロ 高台貼 り 付け 胎土 針状物質、 小石、 白 色粒子含む
色調 淡灰褐色 焼成 良好

出土遺物観察表 9 土壊38
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， 
- - ·  -

1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20  

21  

2 2  

か わ ら け

か わ ら け

か わ ら け

か わ ら け

瓦質
火鉢
瓦 質
火鉢

輛 羽 口

備前
播鉢

東播系
捏鉢

常滑 I 類
捏鉢

常滑 II 類
捏鉢

常滑 II 類
捏鉢

常滑 II 類
捏鉢

常滑 II 類
捏鉢

常滑 II 類
捏鉢- ·  

常滑
甕

転用 常滑

瀬戸
卸皿
瀬戸
卸皿

硯

骨 製 品
拌

漆器
椀

法量 口径9 1cm 底径4.9cm 器高 1 95cm 成形 ロ ク ロ 内 底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物質、 砂粒、 赤色小粒、 小石含む 色調 淡灰橙色 焼成 良好
法量 口 径 1 08cm 底径56cm 器高2 65cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質、 砂粒、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰橙色 焼成 良好
備考 灯明皿 と し て使用 板状圧痕 あ り
法量 口径1 0.8cm 底径6 2cm 器高295cm 成形 ロ ク ロ 内 底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物質、 砂粒、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 淡灰橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ あ り
法量 口 径 1 1 .4cm 底径66cm 器高3 1 5cm 成形 ロ ク ロ 内 底 部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物質、 砂粒、 赤色小粒、 シ ル ト 岩粒含む 色調 淡灰褐色 焼成 良好
備考 板状圧痕 あ り
成形 輪積 内面横 ナ デ 文 様 外面口縁下 よ り 沈線・ 鱗文型押 し · 沈線 ・ 貼 り 付 け型押 し の連珠
胎土 淡灰橙色 赤色小粒、 小石含む 気孔あ り 色調 暗銀灰色 焼成 良好
成形 輪積 内底部横 ナ デ 文様 外面 口縁下 に 菊花の押印 胎土 砂粒、 白 色粒子、 赤色
小粒含む 気孔あ り 色調 内面灰色 外面淡灰橙色 焼成 良好
法量 外径(8O)cm 厚 さ 2 0cm 成形 棒 に粘土 を 巻 い て 成形 外面 ナ デあ り
胎土 針状物質、 砂粒、 赤色小粒含む 気孔あ り 色調 淡橙色 焼成 良好
法量 底径1 5 .0cm 成形 輪積後 ロ ク ロ 条線 l 束 1 0本
胎土 灰褐色 砂粒、 褐色粒子、 長石含む 色調 暗灰褐色 焼成 良好
成形 輪積後 ナ デ ロ縁端部内外面 に 強 い ナ デ
胎土 砂粒、 白 色粒子含む 色調 暗灰色 焼成 良好
成形 輪積後 ロ ク ロ 内 面指頭痕あ り 高台貼 り 付 け 外底部脇ヘ ラ 削 り
胎土 小石、 長石、 石英含む 色調 灰褐色 焼成 良好
成形 輪積 口縁部 ナ デ 胎土 灰黒色 砂粒、 小石、 石英含む 色調 褐色
焼成 良好
成形 輪積 口 縁部横 ナ デ 胎土 灰黒色 砂粒、 小石、 シ ル ト 岩粒、 長石、 石英含む
色調 茶褐色 焼成 良好
法量 口径(3 1 4)cm 成形 輪積 口縁部横 ナ デ
胎土 灰黒色 砂粒、 小石、 シ ル ト 岩粒、 石英含む 色調 茶褐色 焼成 良好
成形 輪積 内 面下位指頭痕 あ り 外面下位縦方向ヘヘ ラ ナ デ
胎土 暗灰橙色 砂粒、 小石、 長右、 石英含む 色調 灰橙色 焼成 良好
法贔 口径(3 1 . 4)cm 成形 輪積 口縁部横 ナ デ 外面上位 か ら 下位へ櫛歯状工具 に よ る 調整
胎土 灰褐色 砂粒 、 赤色小粒、 小石、 石英含む 色調 外面明褐色 焼成 良好

L 成形- -- 輪積 口縁端部横 ナ デ 内外面指頭痕 あ り 胎土 灰色、 砂粒 、 小石、 長石、 石英含 む
色調 明褐色 焼成 良好 備考 肩 部 に少最の降灰
法量 長 さ 6 3cm 幅4.0cm 厚 さ 1 . 25 cm
胎土 灰黒色 砂粒、 石英含む 色調 明褐色 焼成 良好
成形 ロ ク ロ 胎土 黄 白 色 砂粒、 石英含む 気孔あ り
釉薬 灰緑色 半透明 口 縁部付近釉漬け掛け 焼成 良好
成形 ロ ク ロ 胎土 黄 白 色 砂粒含む 気孔あ り
釉薬 淡灰緑色 半透明 焼成 良好

備考

法量 長 さ (l 5 .4)cm 幅(6 .5 )cm 厚 さ 縁 1 5cm 筆置0.9cm 陸 1 . 1 5 cm
文様 筆置部分に情景文様 石材 黒色粘板岩 色調 黒色

2 面砥面

成形 筆置付 き

法量 長 さ (45 )cm 幅 1 . 1cm 厚 さ 0.3cm 成形 磨 き 仕上 げ後 に 再加工 か ？
種 目 鹿 部位 不明 色調 褐色

法最 底径6.6cm 成形 内外面黒漆塗 り

出土遺物観察表 1 0 3 面上

- 173 -



他遺構外等 出 土遺物

図20 に は 3 面終了 後 に 、 下 層 の堆積士層 の確認 と 資料採集 の 為 に 実施 し た ト レ ン チ 位置 と 、 主 な 出 土

遺物 を 図 示 し た 。 古代 の遺物 を 2 点 図 示 し た が、 中 世遺物が同層位か ら 出 土 し て い る 。 こ の 2 点 を 含 め
B ミニ三1 ミここ］二
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' ( 1/120) 図20 II 区 ト レ ン チ設定図及び ト レ ン チ 出土遺物

゜ 10cm 
: （ 1/3 

1 か わ ら け
法量 口 径9 0cm 底径5 6cm 器高 1 .9cm 成形 手捏ね 内底部 ナ デ後 口縁部 ナ デ
胎土 針状物 質 、 砂粒含む 色調 灰褐色 焼成 良好

2 か わ ら け 法量 口 径 1 0 2cm 底径8 . 5 cm 器高 1 . 9 1 cm 成形 手捏ね 内底部ナ デ後 口縁部 ナ デ
胎 土 針状物 質 、 砂粒 、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰橙色 焼成 普通

3 常滑 成形 輪積 内外面指頭痕 あ り 胎土 砂粒、 白 色粒 子 、 シ ル ト 岩粒、 石英含む
色 調 褐色 焼成 良好 備考 外面肩部 に ス タ ン プ文あ り

4 竜泉窯 法最 口 径 1 4 6cm 成形 ロ ク ロ 文様 体部 内 面 に 画花文
青磁 碗 素地 灰色 白 色粒子少量含む 微気孔あ り 釉薬 暗灰緑色 半透明 焼成 良好

5 竜泉窯 成形 ロ ク ロ 文様 体部外面 に鍋蓮弁 素地 灰 白 色 砂粒含む
青磁広 口壷 釉薬 灰緑色 不透明 焼成 良好

6 箸 法量 長 さ 2 22cm 幅0.6cm 厚 さ 04 5 cm 両 口

7 箸 法量 長 さ 2 4 .2 cm 幅0 6 cm 厚 さ 0 5cm 両 口

8 箸 法量 長 さ 2 4 . 3 cm 幅06 cm 厚 さ 0 .5cm 両 口

， 土 師器 成形 手捏ね 内 面 ナ デ 外面下位ヘ ラ 削 り 胎土 針状物 質 、 砂粒、 白 色粒子含む
色 調 橙色 焼成 良好 備考 内外面赤彩

1 0  土師器 法量 口 径 1 0.0cm 成形 手捏ね 内外面横 ナ デ 胎土 砂粒 、 白色粒子少量含む
色調 淡褐色 焼成 良好

出土遺物観察表1 1 各 ト レ ン チ 内
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ても I 区• II 区を 通して 中世以前の 出土遺物は 10 点に満た ない 。 各 出士 地 点は、
4 · 6 ~8 ·10 が北ト レ ン チの 下層、チ（ 層位 不 明 ）、

不 明 ）

3 が北ト レ ン チの 上層、
1 · 2 · 9 が3 ト レ ン
5 が 南 ト レ ン チ（ 層位

であり、 何れの層位も層序 ・ レ ベ ル共 に3 面 よりは 下で図4 V層よりは上であ る 。
図21は、 II 区の 調査の 際 に帰属す る遺構・層位が 分ら な く なってし まっ た遺物 と 、 本調壺に 先立って

II 区内で 実施 され た方の 試掘堀内の 出 上遺物を図 示し た 。 整理の 際 には 試掘堀内の 出士遺物も 調査 時 出

土遺物 との 接合を 試み、 接合し た ものは基本 的 には 該 当遺構・層位 に帰属 さ せた 。 16は 試掘 城墜面 採集
で、 層位 的 には図13 断面 図 Al5層 に相当す る 。

図22 には、 今回の 報告 該 当 範囲ではないが I 区の 出土遺物の 内 、 舶載品 と 木製品を 資 料の 紹介 と 提示
をかねて図示し た 。 各 出土 層位 ・遺構は 、 4 が 2 面 上相 当、 1 · 5 が 2 面 逍構内、
面遺構内。
る 。

7 · 9 · 10 が I 区で4 面 と して 扱っ た遺構面 上相 当で、
9 · 10 は 造 り ・ 刻 印 と も に 同 様だが、 調企区内では 離れ た 箇所 から の 出土 である。

戸二1

ロニロ
ロニニ72

/
 

2 · 3 · 6 · 8 が 3

これは3 面 の古い 時 期の 可能性があ

▽/ご巳三3

／
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図21 採集及び試掘堀出土遺物
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1 かわ ら け

2 かわ ら け

3 か わ ら け

4 か わ ら け

5 か わ ら け

6 瓦質
火鉢

7 常滑 I 類
捏鉢

8 常滑 I 類
捏鉢

， 常滑 I 類
捏鉢

1 0  常滑 1l 類
捏鉢

1 1  瀬戸
華瓶

1 2  渥美
亜= 

1 3  白磁
口 冗

1 4  竜泉窯
青磁 碗

1 5  竜泉窯
青磁 碗

1 6  木製品
蓋

1 7  か わ ら け

1 8  かわ ら け

1 9  常滑 I 類
捏鉢

I 泉州窯1 
黄釉 洗

2 緑釉
亜� 

3 泉州窯
黄釉 深鉢

竜泉窯
4 青磁

酒会壷 蓋

5 青 白磁
水注 蓋

法量 口 径 1 2 .0cm 底径7.0cm 器高 1 . 8cm 成形 手捏ね 内底部 ナ デ後 口縁部 ナ デ
胎 土 針状物質 、 砂粒、 白 色粒子含む 色調 橙色 焼成 普通
法董 口 径7.5cm 底径5 4cm 器高 1 . 5cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部 回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 砂粒、 小石、 白色粒子、 シ ル ト 岩粒含む 色調 淡橙色 焼成 良好
備考 灯 明 皿 と し て 使用 油煤付着 板状圧痕あ り
法量 口径80cm 底径6 .6cm 器高 1 . 5cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 砂粒 、 白 色粒子、 雲 母 、 シ ル ト 岩粒含む 色調 橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕あ り
法羅 口径9 0cm 底径72cm 器高 1 6 5 cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回 転糸 き り
胎土 針状物 質 、 砂粒 、 白 色粒子、 シ ル ト 岩粒含む 色調 灰橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕あ り
法量 口 径 1 28cm 底径8.4cm 器高3 0cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎 土 針状物 質 、 白色粒子、 シ ル ト 岩粒 、 貝粒子含む 色調 淡橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕あ り
成形 輪積 内外面ヘ ラ 磨 き 文様 外面上位 に菊花文押印 胎土 灰色 針状物 質 、 砂粒
、 小石 、 白色粒子含む 色調 内面赤褐色 外面黒色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 針状物 質 、 小石 、 長石 、 貝粒子含 む 色調 灰色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 小石、 白色粒 子 、 長石、 橙粒子含む 色調 灰色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 小石、 白色粒 子 、 黒色粒子、 長石、 貝粒子含む
色調 灰色 焼成 良好
法量 口 径( 3 2 6)cm 成形 輪積 内外面指頭痕 外面縦方向 に ハ ケ 目
胎 土 淡灰色 砂粒、 小石、 白色粒子、 長石 、 貝粒子含む 色調 褐色 焼成 普通
成形 ロ ク ロ 胎土 灰 白 色 砂粒、 白 色粒子含む 釉薬 淡灰緑色 半透明 漬け掛け
焼成 良好
成形 輪積 胎土 砂粒 、 白色粒子、 黒色粒子、 橙粒子、 長石 、 貝粒子含む
釉薬 灰色 ハ ケ 塗 り 焼成 良好

成 形 ロ ク ロ 素地 淡灰色 釉薬 灰 白 色 不透明 焼成 良好

成形 ロ ク ロ 文様 体部外面 に 鏑蓮弁 素地 灰 白 色 緻密
釉薬 淡青緑色 透明 焼成 良好
成形 ロ ク ロ 文様 体部外面 に鏑蓮弁 素地 灰 白 色 釉薬 淡青緑色 透明
焼成 良好

法量 径2 2 8cm 厚 さ 蓋部分1 .9cm 取 っ 手部分1 1 cm 備考 （本文参照）

法呈 口 径 1 3 .0cm 底径7 2cm 器高3 .4 cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 砂粒 、 小石、 シ ル ト 岩粒含む 色調 淡橙色 焼成 良好
備考 板状圧痕あ り
法量 口径7.0cm 底径3 8cm 器高2 5 5 cm 成形 ロ ク ロ 内底部 ナ デ 外底部回転糸 き り
胎土 針状物 質 、 砂粒、 雲母含む 色調 淡橙色 焼成 良好

成形 輪積 胎土 小 石 、 白色粒子、 貝粒子含む 色調 灰色 焼成 良好

出土過物観察1 2 採集及び試掘堀内

注量 口径228cm 成形 輪積 胎土 灰黄色 長石含む 気孔あ り
釉薬 外面露胎 で灰褐色 内 面灰黄緑色 化粧掛け後釉 を掛け る 焼成 良好
成形 ロ ク ロ 素地 灰 白 色 砂粒含む 施文技法 外面 を 掻 き 落 と し た の ち 黒土 を 充填、
そ の 上 に灰釉系 の緑釉 を 掛 け る 釉薬 内面緑褐色 焼成 良好
成形 輪積 胎 土 淡褐色 小石、 赤色小粒含む 釉薬 外面露胎で淡黄褐色 内面灰黄色
化粧掛け後釉 を 掛 け る 焼成 良好
法最 鍔径(2 72)cm 下部径(1 7 .6)cm 成形 ロ ク ロ 文様 上部分外面鏑蓮弁
素地 灰 白 色 砂粒含む 釉薬 灰緑色 不透明 鍔部分の裏面鉄漿塗 り 焼成 良好
備考 割れ口 に漆付着
法鼠 上部径2 0cm 下部径 1 . 3 cm 器高2 . 1 cm 成形 上部分型作 り 下部分手捏ね 上下貼
り 付 け 素地 乳 白 色 砂粒含む 釉薬 淡青色 透明 焼成 良好

出土遺物観察表1 3 I 区 出土舶載陶磁器
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1 0  

6 漆器 法量 口径1 4.0cm 底径6.4cm 器高5 8cm 成形 内外面黒漆塗 り
備考 体部上方 に小孔2 ヶ 、 外底部 に 目 根 と 十文字の線刻 あ り

7 木製品 法量 長径1 1 0cm 短径95cm 厚 さ 0.8cm 柾 目 取 り 備考 1 6弁菊花型用 途不明 •―•- --

8 木製 品 法量 長 さ 2 1. 8cm 最大幅68cm 最小幅3 7cm 柾 目 取 り 備考 先端部使用 痕 か ？杓子- --ト， 木製品 法量 縦2 1 .9cm 横 1 03cm 高 さ 3 .4cm 成形 連歯 板 目 取 り 備考 かか と 部分に焼 き
下駄 刻 印 あ り 屋号か ？

1 0  木製品 法量 縦2 1 .8cm 横 1 0.2cm 高 さ 3.4cm 成形 連歯 板 目 取 り
下駄 備考 か か と 部分に焼 き 刻 印 あ り 屋号か ？

出土遺物観察表1 4 I 区 出土木製品
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図23 常滑窯甕押印文拓影

゜

2
 

10cm 
( 1/2 

常滑
甕

1 出土層位 3 面上 部位 肩 部上

常滑
甕 1 出 土層位 3 面上 部位 肩 部上

常滑
甕

1 出 土遺構 3 面土城38 部位 肩 部上

常滑
甕

I 出土遺構 3 面土城40 部位 肩 部下位

常滑
甕 I 出土遺構 3 面土城38 部位 肩 部上

常滑
甕

I 出土遺構 3 面土城38 部位 肩部上

7 I 常滑
l 甕

i 出 土遺構 （試掘城）
I - -

常滑
I 

8 
甕

！ 出土層位 2 面上

ー
2

 
3

 

4
 

5
 
6

 

部位 肩部上

（部位不明）

格子文 ・ 対角 線状斜線文 組合わせ

格子文 ・ 斜線文 組合わせ

格子文 ・ 斜線文 組合わせ

格子文 ・ 斜線文 組合わ せ

格子文

格子文 ・ 花文 組合わせ

格子文

連弧文

出土遺物観察表 1 5 常滑窯甕押印文

出 土常滑窯甕片押 印文拓影 に つ い て

図23 に は JI 区 よ り 出 士 し た 、 常滑窯甕 に 捺 さ れ た 押 印 文 の 拓影 を 示 し た 。 8 点 を 図示 し て い る が無論

こ れが全て で は な く 、 文様が良好 に 残 る も の を 中 心 に 全体 の 数量的相対比 を 反映 さ せ て提示 し て い る 。

従 っ て 、 文様が珍 し い も の で も 極小 片 や 文様が分 り 難 い も の は割愛 し た 。

全体的 に は他 の 文 様 と の組合わせ を 含 め て の格子文が圧倒 的 に 多 く 、 格子文の 中 で も 5 や 7 の パ タ ー

ン 、 斜線の 入 り 方等で細 分 も 可能で あ ろ う 。 組合 わ せ で は 6 の如 く 、 火鉢の ス タ ン プ に よ く 観 ら れ る 様

な 菊 花 も あ り 、 今後更 な る 集 成 が必要 で あ ろ う 。
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第 四 章 ま と め
II 区の調査では 近世を 含めて3 時 期 に 渡る 生活面 を 捉え、 各面毎の 逍構と遺物 につい て述べて きた 。

本報は 全体の調壺区の 中では 一部であり 言及で きない 部分も 多いが、 現段 階で 考え 得る 事柄を 極 簡 単 に

述べる 。
本地 点で検 出 された 遣構は、 第 一章 • 第二章で 触れた 付近の 他の 調査地 点 とは、 堆積土 層を 含め 全 く

異なるものであっ た 。 或は 本地 点が後背湿地状の 地 盤 に立地するが 為 にこの 様な 違いが、 生 じる とも言

える。 本地点 で遺構・遺物 共 に 最も 充実し ているのは3 面である。 付近の 堆積土層の 傾斜或は 出土 遣物
の年代観から 観て、 地点 1 の 中世面と 同時 期（ 同時 に存在 してい た かどうかは 別 と して ） と 考えらよ う 。

地点 1 の 中世面では、 付近の調査でも 極当り前に検 出 される 方形竪穴建物 が検出されている 。 他 方本地
点の3 面 では土堀40と した 建物状追構が検 出 され、 方形竪穴建築址は I 区の調査を 通 じてもl 軒も検 出

されていない。 単純 に湧水等の 不安がある地 盤の 悪 さから、 わ ざわ ざ生活面を 整地し 掘り 窪める 必要の

ない建物 を 選択した結果が土堀40の 様な 構造 になった とも考えられる 。

土 城40 は 現段 階で 仮 に1 軒の建物 状遺構とし ているが、 これは 構造等が所 謂 板壁掘立 柱建物 或は 板囲

い建物 に構造や 部材の 配置等が 似ているこ とから、 建物の 可能性を 考えているだ けで、 逆 に 火処がない、
土 間 状 部分がない等の 否定 的 要 因も 備え ている。 これ まで に呼 称 されている建物 形態 に 固 執するつもり
は 毛 頭ないが、 建物 名 称を呼 称し た 先人 達との 相互の 検 討を 行わない内 にいたずら に 名 称を 増や す 必要
もない と 考える。 本報では、 建物の 可能性のある遺構＝土堀40と 言うこ とでご 容赦願い た い。

出土遺物の 観察から 本地点 の 性 格を 考える に、 舶 載品 ・ 瀬戸窯諸製品が極めて少な く 、 端材を 利用し
た建物形態から 観ても 富裕な 階層の 姿は まず 見え て来ない 。 一方、 付近調壺地 点 によっ ては 多 量 に 出 土

する 加工骨 ・ 石製品や 、 道具 • エ具類も 殆ど 出土 していない。 建物 形態や 、 付 近の 状況を 鑑みる に そ う
し た 階層が 居住 し てい ても良 さ そ うなものだが、 出土遺物 からは 言及する には 至らない 。 甚だふ ざけ た

様な 言い 方ではあるが、 調壺現場を 見学に来た 方々 に 申上げ た 「 裕福ではないし、 手 に 職もない。 でも
な ん とな く 生活雑器は 充実し てい て、 建物 を建てる 甲 斐性はある 。」 というの が、 甚だ我 田 引 水的では

あるが 中っているよう に感 じられる。
各遣構面の年 代 観 につい ては、 本報で 提示し た 出土遺物 は 整理期 間等の 都 合 に 因り、 II 区調査 区の 全

てではな く 、 又、 整理作業が 未だ 手付かずの I 区調査区の 問 題もあるが、 現段階での調壺時の 印象で 述
べる。 1 面は 先 にも 触れた よう に、 検 出 された遺構と 硬化面の 間 には 時期差が 感 じられる。 諸土堀は 近

世でも 新しい時 期、 硬化面は 或は地点 lの 近世遺構に前後する 時期を 考え ている 。 2 面 • 3 面 は 本報で
は提示し 得ない I 区の 出土遺物 を 併せ観た 上で、 大 まか に2 面 を14 世紀中菓、 3 面 は 溝4 の 時 期 と土 城

40段 階を 拡 ＜ 捉え13 世紀後半～14 世紀中 葉 と 考え ている。

尚、 報文中でも 繰返し 断ってはいるが、 本報後 に 発掘調査団から 刊 行 される 報告書中では 諸見解 ・ 年
代観等が変更 される 可能性がある 事を 改めて文末ながら 申 し 添える 次 第である。
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下馬周辺遺跡の 花粉化石

鈴木 茂 • 藤根 久 ・ 古橋美智子 （パ レ オ ・ ラ ボ ）

鎌倉市小llIT二丁 目 に 所在す る 下馬周辺遺跡 に お い て 行 わ れ た 発掘調査で、 出 土遺物 な どか ら 近 世 お よ

び 中 世 の 土層 が検出 さ れ た 。 ま た 、 一部 に お い て 深掘 り 調査が行 わ れ、 遺構 ・ 遺物 は 出 土 し な か っ た が

木本質 の 泥 炭 層 が検出 さ れ た 。 本地点付近 は弥生時代 頃 に 形成 さ れ た 悔岸砂丘 （松島 1 974) 

に あ た り 、 深掘 り 調査で検出 さ れ た 泥炭 層 は こ の 後背湿地期 に 形成 さ れ た も の と 推測 さ れ る 。

る 湿地 の 古環境 に つ い て 、 植物珪酸体分析 ・ 珪藻分析 （藤根 ・ 古橋担 当 ） を 加 え 検討 し た 。

の後背地

こ う し た

こ と か ら 、 近 世 お よ び中世の遺跡周辺の 古植生 を 検討す る と と も に 、 そ の 基盤 と な る 後背湿地期 に お け

1 . 試料

試料は、 図 l に 示 し た 土層断面 よ り 、 下 部 に つ い て は柱状で採取 し 、 実験室 内 で あ ら た め て 土相観察

8 点採取 し 、 ま た 、 上部 に お い て は ス ポ ッ ト で 6 点採取 し 、 総計14点 を 試料 と し た （ 図 2 ) 。

以下 に 試料 を 採取 し た 各 土層 に つ い て 記載 を 示すが、 層位番号 は 逍跡 よ り 頂 い た 断面 図 に 記 さ れて い た

を 行 っ て後、

も の を 使用 し た 。

最上位 〇 層 は 、 上部が客土お よ び関東地裳 の 際 の 焼土 ・ カ ワ ラ 層 、 下 部が暗灰色の砂質 シ ル ト の 土穣

• 他の レ キ ・ 炭 片 が散在 し て い る 。 1 層 は黄色 を 帯 び た H音灰色の シ ル ト 質砂で、 小層 で、 土丹 （泥岩）

レ キ が点 在 し て お り 、 近世 の 耕作土 で は な い か と 考 え ら れ て い る 。 2 層 （ 中 世遺物包含層） は暗灰～黒

灰 色 の 砂質 シ ル ト で、 小 さ な 空隙が多 く 認め ら れ、 土丹小 片 が散在、 炭 片 ・ 貝 片 が点在 し て い る 。 3 層

口
―
゜゜

E
l
 7

 

6 -

1

2

4
 

．

．

．

 

-
l-

2
-

_
4一

ロ
〗一
ロ
ニ

m
-

―
 

7

6

 

• 3 

5
6

7

8

9

 

．

 

5
_

6一
7一
8_

筐
こ

⑪
⑤

5 -

5 -

］
�
ニ
ー|- • 1 0  

図 1 試料採取地点付近の土層断面図
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図 2 試料採取地点の地質柱状図 と 試料採取層準
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は 黄色 を 帯 びた 暗灰色の 砂質 シ ル トで、 や はり小 さな 空 隙が 多く 認められ 、 貝 片が 散 在 、 炭片が 点 在し

て いる。 4 層も 黄 色 を 帯 びた 1)音灰色 ( 3層より 暗 い ） の 砂質 シ ル ト ～ シ ル ト 質砂で、 貝 片が 多く 認めら

れ、 土 丹が 点 在して いる 。 5 層は 黒灰 ～暗灰色の 砂質粘土～粘土 質砂で 、 この 4 , 5 層は 中 世木組溝の
股土で あ る。 6層は 黒 ～ ll音灰色の 粘土質砂で、 大 型の土 丹が 散 在して おり、 微小貝片が 多く 認められる 。

7 層は 褐色の 砂質木本質泥炭（ 分解質 ） で、 微小貝 片が 多 く 認められる。 ま た 、 上部 からは ハ シ 様の 材
片が検 出 され、 最下部からは カ ワ ラ ケ 片や 貝化石（ ダ ン ベ イ キ サ ゴ ） が検出され た 。 8層は 黒褐色の 砂
質木本質泥炭（ 分解質 ） で、 微小貝片が 散在して おり、 最下部には 微小貝 片が 多 量に 含 まれる 灰色細粒

砂が レ ン ズ状に みられる。 ま た 、 試料採取時に お いて ハ シ 様の 材片が検 出 され た。 9 層は 3 つに 細 分 さ

れ、 上部は8層 と ほ ぼ同 様の 層相 を 示して おり、 黒褐色の 砂質木本質泥炭（ 分解質 ） で、 微小貝 片が 散

在している 。 中部は 黒褐 色で 分解質の 木本質泥炭 と なって おり 、 草本質の 逍体も 多く 認められ 、 径2 cm 
前後の 砂塊が 点 在している。 ま た 、 下 部は 弱 分解質の 褐色～黄褐色 木本質泥炭で、 上部より かた くし ま
って いる 。

な お、 時 代につ いては、 2 層より上位が 近世で 、 3 ~ 6層が 中 世 と 考えられて いた が、 上記し た よう

に、 7層からは ハ シ ？ 片およ び カ ワ ラ ケ 片が、 8層からも ハ シ ？ 片が検 出 され た こ と から、 8層 まで 中

世が さがる 可能性も あ る。 9層より 下位につては 逍物がな く 時 代につ いて 椎測するこ と がで きないこ と
から、 9層下部に おいて 放射性炭素年代測定 を 行っ た。 その 結果、 2 , 320 土 l OOyrs.BP. (PLD - I 09) と 縄

文時代晩期終末から 弥生時 代 初め 頃の 年 代が 得られ、 このこ と から、 9 層は 縄文時 代晩期終末から 弥 生
時代初期～古 代から 中 世初期にかけての 頃 と 椎測 される。

2 . 花粉分析

l) 分析方法

上記し た14 試料につ いて、 次のような 手順にし た がって 花粉分析を行っ た 。
試料（ 湿重約2 ~4 g) を 遠沈管に と り、 10％水酸化 カ リ ウ ム 溶液 を 加え20分間湯煎する 。 水洗後、

0. 5mm目の 飾にて 植物遺体など を取り 除き、 傾斜法 を 用いて 粗粒砂分 を 除去する。 次に4 6％ フ ッ 化水素

酸溶液 を 加え20分 間 放置する。 水洗後、 重液分離（ 比重2 .1 に調整し た 臭化亜鉛溶液 を 加え 遠心分離 ）

を 行 い、 浮遊物 を 回収し、 水洗する 。 水洗後、 酢酸処理 を 行 い、 続けて ア セ ト リ シ ス 処理（ 無 水酢酸9
l i農硫酸の 割合の 混酸 を 加え 3 分間湯煎 ） を 行う。 水洗後、 残 i査に グ リ セ リ ン を 加え 保存用 と する 。 検

鏡はこの残 漆より適宜プ レ パ ラ ー ト を作成して 行 い、 その 際サ フ ラ ニ ンにて 染色 を 施した 。

2 ) 分析結果

検 出 され た花粉 ・ 胞子の 分類群数は、 樹木花粉4 5、 草本花粉44 、 形態分類 を 含 む シ ダ植物胞子4 の 総

計93 で あ る。 これら花粉 ・ シ ダ植物胞子の 一 覧を 表l に、 ま た 主要な 花粉 ・ シ ダ植物胞子の 分布 を 園3

に 示し た。 な お、 分布図は 全花粉 ・ 胞子総数 を基 数 として 百分率で 示して あ る 。 表およ び図に お いて ハ
イ フ ンで 結んだ 分類群はそれら 分類 群 間の 区別が 困 難なもの を 示し、 ク ワ 科 ・ ユ キ ノ シ タ 科 ・ バ ラ 科 ・

マ メ 科の花粉は 樹 木 起 源 と 草本起源の もの と が あるがそれぞれに 分けるこ と が 困 難な ため便宜的に草本

花粉に 一括して 人れて ある。 ま た 、 花粉化石の 単体標本（ 花粉化石 を 一個体抽出して 作成し た プ レ パ ラ
ー ト ） を作成し、 各々に P L C . S S 番号 を 付し、 形態観察用 およ び保存用 と し た。

検 鏡の 結果、 花粉化石の 産 出 傾向から4 つの 花粉化石群集帯、 下位より I ~ IV を 設定し た 。
花粉帯 I （試料14) は 草本類の ガマ 属 と カ ヤ ツ リ グサ科の 多 産で特徴づけられ 、 サ ン シ ョ ウ モも他帯
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和 名 学 名
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  I I 1 2  1 3  1 4  

樹 木
マ キ 屈
モ ミ 底
ツ ガ 屈
ト ウ ヒ 威
マ ツ 属 単 維 管 束 亜 阪
マ ツ 娯 複維 管 束 亜阪
マ ツ 属 （ 不 明 ）
コ ウ ヤ マ キ 属
ス ギ
イ チ イ 科 ー イ ヌ ガ ヤ 科 ー ヒ ノ キ 科
ヤ ナ ギ 属
ヤ マ モ モ 属
ノ グ ル ミ 属
サ ワ グ ル ミ 属 ー ク ル ミ 阪
ク マ シ デ 底 ー ア サ ダ属
カ パ ノ キ 属
ハ ン ノ キ 属
プ ナ 属
コ ナ ラ 属 コ ナ ラ 亜阪
コ ナ ラ 屈 ア カ ガ シ 亜屈
ク リ 辰
シ イ ノ キ 屈 ー マ テ バ シ イ 屈
ニ レ liJi, ー ケ ヤ キ 属
エ ノ キ 属 ー ム ク ノ キ 底
カ ツ ラ 属
シ キ ミ 属
イ ス ノ キ 阪
フ ウ 属
サ ン シ ョ ウ 屈
キ ハ ダ屈
ユ ズ リ ハ 属
シ ラ キ 属
ウ ル シ 属
カ エ デ 属
ト チ ノ キ 屈
プ ド ウ 属
シ ナ ノ キ 屈
サ カ キ 属 ー ヒ サ カ キ 阪 近 似種
ジ ン チ ョ ウ ゲ 科
ウ コ ギ科
ッ ツ ジ 科
エ ゴ ノ キ 展
ト ネ リ コ 熙
ム ラ サ キ シ キ プ熙
ガ マ ズ ミ 瞑

Podocarpus 
Abies 
Tsuga 
Picea 
Pinus subgen. 1/aploxylon 
Pinus subgen. Diploxylon 
Piiws ( Unknown) 
Sciadopi tys 
Cryptomeria japonica D .  Don 
T .  - C 
Salix 
1/yrica 
Pla l,vcarya 
Pl.erocarya-Jug 1 ans 
Carpinus - Ost rya 
Bel.ula 
Alnus 
Fagus 
Quercus subge n .  Lepidobalanus 
Quercus subge n .  Cyclobalanopsis 
Castanea 
Cast,,nopsis - Pasania 
Ulmus - Zelkov,, 
Gel Us-Aphananlhe 
Cercidiphyllum 
I l l icium 
Disly) iw11 
Liquidal/ib3[ 
Zanthox,vlum 
Phel Jodendron 
Daphniphy/ J um 
Sapium 
Rhus 
Acer 
Aescul11s 
Vi L is  
Ti  l ia  
cf .  Cl eyera-Eurya 
Thymel aeaceae 
Aral iaceae 
Er i caceae 
Sl,J•rax 
Fraxinus 
C,1 l l icupとI
Vi burnuIII 

耳 本
ガ マ 属 Typh，1 
ヒ ル ム シ ロ 阪 Pol.amogeto11 
サ ジ オ モ ダ カ 属 A l  isma 
オ モ ダ カ 属 Sagi t tar i,' 
イ ネ 科 Gramineae 
ヵ ャ ッ リ グ サ 科 Cyperaceae 
ツ ユ ク サ辰 COIlllllel in,9 
ミ ズア オ イ 属 l/011ochoria 
ユ リ 科 L i l i aceae 
ク ワ 科 Moraceae 
ギ シ ギ シ 辰 RuIIle.＼. 
イ プ キ ト ラ ノ オ節 Polygo1111m sect . Bis tor la 
サ ナ エ タ デ 節 ー ウ ナ ギ ッ カ ミ 節 Polygo11um sec t .  Persicaria-Echinocaulon 
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に比べ多 く 検出 さ れ て い る 。 樹本花粉で は ス ギ と コ ナ ラ 属 ア カ ガ シ 亜属 が20％前後 の 出 現率示 し 、 樹 木

類 で は 最 も 多 く 検出 さ れて い る 。 ま た 、 モ ミ 属 が他帯 に 比べ特徴的 に多 く 得 ら れ て い る 。

花粉帯 1I （試料 9 ~ 1 3 ) は樹本花粉 の ス ギや ア カ ガ シ 亜属 の 比較的 高 い 出現で特徴づけ ら れ る 。 草 本

類 で は イ ネ 科 が上部 に 向 か い 急増 し て お り 、 最上部の試料 9 で は60％近 く に 達す る な ど、 最 も 多 く 得 ら

れ て い る 。 次 い で、 カ ヤ ツ リ グ サ 科が1 0~20％検出 さ れ て お り 、 キ ン ボ ウ ゲ科 が試料1 3 に お い て 突 出 し

た 出現 を 示 し て い る 。

花粉帯 III （試料 4 ~ 8 ) は イ ネ 科 の 優 占 で特徴づけ ら れ る 。 次 い で ヨ モ ギ属 が多 く 、 試料 7 で は50%

を 越 え 、 イ ネ 科 よ り 高 い 出 現率 を 示 し て い る 。 そ の他 、 ア カ ザ科 ー ヒ ユ科 、 ア ブ ラ ナ 科 、 タ ン ポ ポ亜科

な どが上部試料 に お い て 出 現率 を や や 高 め て い る 。 樹 木類 で は II 帯 で比較的多 く み ら れた ス ギや ア カ ガ

シ 亜属 は減少 し て い る 。 マ ツ 属 複維管束亜属 （ ア カ マ ツ や ク ロ マ ツ な どの ニ ョ ウ マ ツ 類） は上部 に お い

て 連続 し て 1 ％ を 越 え て 得 ら れ て お り 、 シ ラ キ 属 は 試料14 に お い て 、 ま た 、 ブ ド ウ 属 は 試料13, 1 4 に お

い て他層 準試料 に 比べ特徴的 に 多 く 得 ら れ て い る 。

花粉帯 IV （試料 1 ~ 3 ) は 得 ら れ た 花粉化石数が少な く 、 分布 図 と し て 示す こ と は で き な か っ た 。 検

出 さ れ た 花粉化石 は 、 樹 木類 の ニ ョ ウ マ ツ 類 、 コ ナ ラ 属 の両亜属 、 ニ レ 属 ー ケ ヤ キ 属 な ど と 、 草本類 の

イ ネ 科や タ ン ポ ポ亜科な ど で あ る 。

3 ) 下馬周 辺遺跡周辺 の 植生変遷

上記 し た花粉帯 を 基 に遺跡周辺の古植生 に つ い て 示す 。

a )  I 帯

年代測 定結果か ら 、 縄文時代終末か ら 弥 生時代初期 の 頃 と 推測 さ れ る が、 こ の 頃 の 下 馬周辺遺跡周辺

は縄文悔進後 の 海退 と 砂丘形成 に と も な い 後背湿地化 し た と み ら れ、 こ の 湿地 に は ガマ 属 や イ ネ 科、 カ

ャ ッ リ グサ科、 ア リ ノ ト ウ グ サ 属 が多 く み ら れた 。 ま た 、 こ の 頃 の 遺跡周辺丘陵部で は モ ミ 属 を 交 え た

ス ギ林が優勢で、 ア カ ガ シ 亜属 を 主体 と し た 照葉樹林 も 成 立 し て い た 。 さ ら に 、 ク マ シ デ属 ー ア サ ダ属 、

コ ナ ラ 属 コ ナ ラ 亜属 、 ニ レ 属 ー ケ ヤ キ 属 な どの 落葉広葉樹類 も 多 く 生育 し て い た も の と み ら れ る 。

b )  II 帯

時代 は 出 士遺物 な どか ら 、 縄文時代終末か ら 弥生時代初期 ～ 中 世 初期 の 頃 と 推測 さ れ る 。 ガマ属 や ア

リ ノ ト ウ グサ属 は 減少 し 、 後背湿地 に は イ ネ 科、 カ ヤ ツ リ グ サ 科、 キ ン ポ ウ ゲ科が多 く み ら れた と 推測

さ れ る 。 ま た 、 後述す る 植物珪酸体分析 よ り 湿地 の 一 部 は切 り 開 か れ水 田 化 さ れ た と 推測 さ れ、 水 田 雑

草 と し て 普通 に み ら れ る オ モ ダ カ や コ ナ ギ な ど を 含 む 分類群 （ オ モ ダ カ 属 、 ミ ズ ア オ イ 属 ） が生育地 を

広 げた よ う で あ る 。 な お 、 こ の水田稲作の 開始時期 に つ い て も 後述す る が、 さ ら に検討が必要 と 考 え る 。
一 方、 こ の 頃 の 遺跡周辺丘 陵部で は依然 と し て ス ギ林が優勢であ っ た が、 モ ミ 属 は 減少 し 、 イ チ イ 科 一

イ ヌ ガ ヤ 科 ー ヒ ノ キ 科が代 わ っ て 目 立つ 存在 と な っ た 。 ま た 、 ア カ ガ シ 亜属 を 主体 と し た 照菓樹林 も 成

立 し て お り 、 こ れ ら に 交 じ っ て ク マ シ デ属 ー ア サ ダ属 、 コ ナ ラ 亜属 、 ニ レ 属 ー ケ ヤ キ 属 な どの 落葉広葉

樹類 も 生育 し て い た 。
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c )  m 帯

時期 と し て は 中 冊 と 考 え ら れ る が、 詳 し い 時代 に つ い て は不 明 で あ る 。 河野 ( 1989) に よ れば、 鎌倉

末期 の遺跡周 辺 は 町屋地域 と な っ て い た と 予想 さ れ て お り 、 花粉分析結果 に お い て も 水 田 雑草 を 含 む 分

類群が ほ と ん どみ ら れ な く な る な ど、 試料採取地点 は水田域か ら 町屋へ と 変貌 し た と み ら れ る 。 こ の 頃

の遺跡周 辺 は イ ネ 科や ヨ モ ギ属 を 主体 に 、 ア カ ザ科 ー ヒ ユ科、 ア ブ ラ ナ科、 オ オ バ コ 属 、 タ ン ポ ポ亜科

な どの 雑草類が生育 し て い た 。 ま た 、 遺跡周 辺 の 丘 陵部 は そ れ ま で優勢 で あ っ た ス ギ林や照業樹林 は減

少 し 、 代 わ っ て ニ ョ ウ マ ツ 類 が増 え は じ め た と 椎測 さ れ る 。 し か し な が ら 、 ニ ョ ウ マ ツ 類 の 出 現率 は そ

れ ほ ど高 く な ら な い こ と か ら 、 丘 陵部 を 覆 い つ く す よ う な こ と に は な ら な か っ た と 推測 さ れ、 目 立 っ て

優 占 す る よ う な 森林 は み ら れ な く な っ た と 思 わ れ る 。

な お 、 試料 7 、 8 に お い て は歯類胞子 が非 常 に 多 く 観察 さ れ、 ヨ モ ギ属 が突 出 的 に 多 く 得 ら れ、 シ ラ

キ 属 や ブ ド ウ 属 が他 の 試料 に 比べ特徴的 に 多 く 検出 さ れ て い る 。 ま た 、 後述す る が、 イ ネ や ネ ザサ節型

の 機動細胞珪酸体 も 突 出 し た 産 状 を 示 し て い る 。 こ う し た こ と は 、 刈 り 取 ら れた イ ネ 科 （ イ ネ 、 サ サ 類

な ど） や ヨ モ ギ属 な どの 雑草類 が試料採取地点 に す て ら れ、 そ れ と と も に シ ラ キ 属 や ブ ド ウ 属 が混 じ っ

て混入 し た も の と 思 わ れ る 。

d )  IV 帯

時 期 と し て は 近 世 と 考 え ら れて い る が、 花粉化石が ほ と ん ど得 ら れず植生 に つ い て は 考 察す る こ と は

で き な い が、 後述 す る 植物珪酸体分析 か ら 稲 作地 で あ っ た 可 能性が考 え ら れ る 。 な お 、 花粉化石 に つ い

て は 、 堆積物 に は小 さ な 空 隙が多 く 観察 さ れ る こ と か ら 、 か な り 土壌化 を う け て い た と み ら れ、 そ れ に

よ り 多 く の 花粉 は 分解 ・ 消 失 し て し ま っ た と 思 わ れ る 。

3 . 植物珪酸体分析

こ こ で は 、 試料 l 層 準 に お け る 耕作 、 お よ び下位層 の 後背湿地期 に お け る ヨ シ 原 が予 想 さ れ、 こ れ ら

を 検証す る 目 的 で植物珪酸体分析 を 試み た 。 以下 に 示す植物珪酸体は 、 根 よ り 吸収 さ れ た 珪酸分が菓や

茎の細胞内 に沈積 ・ 形成 さ れ た も の で 、 イ ネ 科植物 は 別 名 珪酸植物 と も 呼 ばれ、 根 よ り 珪酸 を 多 量 に 吸

収す る こ と が知 ら れて い る 。 ま た 、 こ の植物珪酸体分析 を 用 い て稲作の検討が各地 ・ 各遺跡で盛 ん に 行

わ れて い る 。

分析方 法 は 、 試料 l 、 4 、 6 ~ 1 4の 1 1 点 に つ い て 、 試料約 1 g に 約0. 02 g の ガ ラ ス ビ ー ズ 加 え 、 過酸

化水素水 に て 脱有 機物処理 を 行 う 。 処理後、 水 を 加 え 、 超音波ホ モ ジ ナ イ ザ ー に よ る 試料 の 分散後、 沈

降法 に よ り l Oµ m 以 下 の粒子 を 除去 す る 。 こ の 残i査 よ り グ リ セ リ ン を 浸液 と し た プ レ パ ラ ー ト を 適宜作

表 2 試料 1 g 当 り の機動細胞珪酸体個数

I試 料 番 号

イ ネ ネ ザ サ 節 型 ク マ ザ サ 属 型 他 の タ ケ 亜 科
（ 個 ／ g ) （ 個 ／ g ) （ 個 ／ g ) （ 個 ／ g )

1 2 0 , 3 0 0  6 4 , 9 0 0  I 3 , 6 0 0  3 , 9 0 0  

3 3 , 0 0 0  5 3 , 7 0 0  1 4 , 7 0 0  2 , 4 0 0  

6 2 2 , 8 0 0  7 7 ,  1 0  0 8 , 8 0 0  3 , 8 0 0  

7 7 2 , 5 0 0  9 6 , 7 0 0  I ,  3 0  0 1 , 3 0 0  

8 1 6 ,  4 0 0  8 5 7 , 3 0 0  4 ,  1 0 0  2 ,  I 0 0  ， 1 9 , 4 0 0  5 I ,  6 0 0 6 , 5 0 0  8 ,  I 0 0  

1 0 2 6 , 5 0 0  4 6 , 9 0 0  4 ,  1 0 0  ゜
1 1 3 3 , 8 0 0  3 6 , 4 0 0  ゜ 1 0 , 40 0  

1 2 1 4 ,  3 0 0  3 4 , 4 0 0  2 , 9 0 0  2 , 9 0 0  

l 3 2 2 , 9 0 0  6 3 ,  I O  0 5 , 7 0 0  2 , 9 0 0  

1 4 ゜ I 8 ,  I O  0 9 ,  I 0 0  ゜

サ ヤ ヌ カ グ サ 屈 ヨ シ 屈 シ バ 屈 キ ピ 族

（ 個 ／ g ) （ 個 ／ g ) （ 個 ／ g ) （ 個 ／ g )゜ 1 ,  0 0 0  ゜ I ,  O D O  ゜ ゜ I ,  2 0 0  7 ,  3 0 0  ゜ 2 , 5 0 0  ゜ 5 ,  I 0 0  

1 3 00  ゜ ゜ 2 , 7 0 0  ゜ 4 ,  1 0 0  2 ,  I 0 0  4 ,  I 0 0  ゜ 9 , 7 0 0  I ,  6 0 0  I ,  6 0 0  

0 2 0 , 4 0 0  0 1 0 , 2 0 0  

0 3 3 , 8 0 0  2 , 6 0 0  2 , 6 0 0  

0 6 3 , 1 0 0  5 , 7 0 0  5 ,  7 0 0  

2 9 0 0  6 0 , 2 0 0  ゜ 5 ,  7 0 0  ゜ 3 , 0 0 0  ゜ ゜
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ウ シ ク サ 族

（ 個 ／ g )
4 1 , 6 0 0  

I 9 , 5 0 0  

I 7 , 70 0  

2 1 , 5 0 0  

7 6 , 1 0  0 

1 9 , 4 0 0  

5 7 , 1 0 0  

5 7 ,  I O  0 

3 7 , 3 0 0  

7 I ,  70  0 ゜

ジ ュ ズ ダ マ ／属 不 明
（ 個 ／ g ) （ 個 ／ g )

0 2 8 , 1 0 0  

0 I 7 ,  I 0 0  

0 2 9 ,  J O O 

0 3 0 , 9 0 0  

0 5 3 , 5 0 0  

1 6 0 0  2 9 , 0 0 0  

2 0 0 0  3 6 , 70 0  

2 6 0 0  3 6 , 4 0 0  

2 9 0 0  4 8 , 70 0  

0 6 0 , 2 0 0  ゜ 9 ,  I O  0 
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成し、 検 鏡した 。
検 鏡は 機動細胞に 由来する 植物珪酸体（ 機動細胞珪酸体） について行い、 その 結果、 最下部の 試料14

を 除く他の10 試料よ り イ ネの 機動細胞珪酸体が10 ,000 個以上 と 多く検 出 され、 試料 7 では 70 ,000 個を 越

えている（ 表2 、 図4 ) 。 イ ネ 以 外では、 ネ ザサ節型が 全 試料10 ,000 個以上 と 、 最も 多く検 出 されて お

り 、 試料8 では 約860 , 000 個 と 非常に 多く 得られている 。 また、 ヨ シ 属は 下部の 試料12 、 13 で 約 60 ,000
個 と 多く、 上位に向かい 急減するものの、 試料9 でも 約10 , 000 個 と ヨ シ 属 と しては 多く 得られている 。

ここで検 出個 数の 目 安 と して 水田址の 検 証例を 示す と 、 福 岡市の 板付北遺跡 では、 イ ネの 機動細胞珪
酸体が 試料1 g当 り5 ,000 個以上 と いう 高 密 度で検 出 された地点 から推定 された 水田址の 分布範囲 と 、
実際の 発掘調査 と よく 対応する 結果が 得られている（ 藤原 1984 ) 。 こうしたこ と から、 稲作の 検 証 と

してこの5 ,000 個を 目 安に、 機動細胞珪酸体の 産 出 状 態や遺構の 状況をふ まえて 判 断 されている 。 下 馬

周辺遺跡 では、 上記の5 ,000 個をはる かに 越える 個 数が 下位試料よ り 得られて お り 、 検 出 個 数からは 稲
作 が 行われていた 可 能性は 高い と 判 断 される 。 花粉分析結果を みる と 、 イ ネの 機動細胞珪酸体が検 出し

始める 試料13 よ り イ ネ 科花粉が 多 産し 始め、 水田雑草 と みられる 分類群（ オ モ ダ カ 属 · ミ ズ ア オ イ 属 な
ど ） も 産 出し 始めているこ と から、 花粉分析からも 稲作の 可 能性が 考えられる 。 時 代 と しては、 試料13
層準に おいて 行われた 放射性 炭 素年 代測定 結 果、 2 ,320 土 l OOyrs.BP. (PLD . 10 9 ) からする と 、 縄文時 代
晩期終末 から 弥生時代初期の 頃 と 推測 される 。 関東地方に おける 水田址の最も古い検 出 例は 弥生時代後

期 初 頭（ 群馬県高崎市の 並榎北遺跡 ） で、 また、 籾痕 と 思われる小孔が 付いた 弥生時代前期の土 器が 群

馬 県子持村の 押手遺跡 から 出土 している（ 小島 1991 ) 。 その 他、 千菓県富津市の常代遺跡 に おいては
弥生時 代 中 期の土層から イ ネの 外 穎が 多 数検 出 されている（ 百原 1996) 。 こうして みる と 、 今回の 分

析結果から 椎 測 される 稲作の 開始時 期については かな り 古く 興味深いが、 時 期については 別地点 による
年代測定 や 植物珪酸体分析 などの 事例を 増や すこ と が 必 要で あ り 、 それによって 鎌倉に お ける 稲作の 開

始時 期について 述べるこ と がで きる と 考える 。 さらに、 遺物 など、 考古方面 からの 時代の 検 証が 望 まれ、

水田遺構の検 出も 望 まれる 。 下馬周辺遣跡 近辺に お ける 今後の 発掘調脊にはこういった観点 からの調査

も行われるこ と を 期待したい 。
その 他、 遺跡 局辺ではこの 水田稲作 地 と と もに、 ヨ シ 属（ ヨ シ、 ツ ル ヨ シ など ） や サ ヤ ヌ カ グサ属（ サ

ヤ ヌ カ グ サ、 ア シ カ キ など ）、 ジ ュ ズ ダ マ 属 などが 生育する 湿地も 一部に 広がっていたで あろう 。 また、

これらの 植物は 水田脇の 水路 などにも 多く みられた と 予想 される 。

その後、 試料4 、 6の 中 世に おいても イ ネの 機動細胞珪酸体が 多く検 出 されているが、 この 頃の遺跡
周辺は 町屋地域へ と 次 第に変貌していく 時 期 と 考えられ、 稲作 地は 縮小していった と みられる 。 こうし

たこ と から、 この イ ネの 機動細胞珪酸体は屋根葺材や 燃料材 と しての 稲わらの 利用や 、 土 地 改変の 際に
おける 混人 と いった 要因によ り 多く検 出 されたの では ない か と 思われる 。

近世試料l に おいても イ ネの 機動細胞珪酸体が 多く検 出 されて お り 、 検 出 個 数だ けを みれば 稲作 が行
われていた 可能性が 考えられる 。 し かし ながら、 上記の よう なこ と も 考えられ、 遺構の検 出 など、 多方

面 からの検 証が 望 まれる 。

4 . 珪藻化石

珪藻は、 10 ~500 µm ほどの 珪酸質殻を 持つ 単細 胞藻類で、 殻の形や これに 刻 まれた 模様 など から 多

くの 珪藻種が調べられている 。 また、 現生の 生態から 特定 環境を指標する 珪藻種群も設定 されている（ 小

杉 1988、 安藤 1990 ) 。 一般 的に、 珪藻の 生育域は 海水域から 淡水域 まで 広範囲に 及 び、 中には 河 川
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や 沼地あるいは 池など の 水成環境以 外 の 陸地に おいて

もわずかな 水分が 供給 される環境、 例えば コ ケ の 表面
や 湿った 岩石の 表面 などで 生育する 珪藻種 （ 陸生珪藻 ）
も 知られている。こ う した 珪藻種あるいは 珪藻群 集 の

性 質を 利用して、 過去の堆積物 中 の珪藻化石 の解析か
ら、 堆積 物の堆積環境について 知るこ と が 可能である 。

ここでは、 下馬周辺遺跡 の堆積 物下位層を 対象 と し
て、 珪藻化石群集の 解析を 行い、 これら 堆積 物の堆積

環境 と そ の変遷について 検 討した 。

l) 試料 と 処理方法
試料は、 遺跡 層位 の 7 層 ～9 層 の8 試料である。 こ

れ の 試料は、 以下の方法で 処理し、 珪藻用 プ レ パ ラ ー

ト を 作 製 した 。
(1 ) 試料から 湿重約1 g 程 度を 取り 出し、 計量した後

ビ ー カ ーに移 し、 蒸留水を 加えた後懸濁液を 回収する 。

放置後上 澄み液を 除去し、 30 ％過酸化水素を 加え、 加

熱 ・ 反応 さ せ、 有機物の 分解 と 粒子の分散を 行 う 。 (2)

反応 終了後水を 加え、 1 時 間 程して から上澄み液を 除

去し、 細粒の コ ロ イ ドを 捨てる。 こ の作業を 上澄み液

が 透 明になる まで 繰り 返す ( 7 回程度）。 （3 ） ビ ー カ ー

に残った残 i査は、 遠心管に 細粒 分 の み 回 収する 。( 4)

マ イ ク ロ ピペ ッ トを 用い、 遠心管から 適量を 取り、 カ

バ ー ガ ラ スに滴 下し 乾燥 さる 。 乾燥後は、 マ ウ ン ト メ

デ イ ア （封入 剤 ）で 封入 し プ レ パ ラ ー ト を 作成する 。
作成した プ レ パ ラ ー ト は 光学顕微鏡下600 ~1000 倍

で珪藻種を 同定 ・ 計数し た 。 な お、 珪藻化石を 十 分に
多く 含 む 試料は200 個以上 同定 ・ 計数し、 少ない 試料

は プ レ パ ラ ー ト 全 面 を 検 鏡した 。

2 ) 珪藻化石の環境指標種群について

珪藻化石の 環境指標種群は、 小杉 (1988) およ び安

藤 (1990) が設定 した環境指標種群に甚 づいた 。 な お、
環境指標種群以 外 の珪藻種については、 淡水種は 広 布
種 と して、 また、 海水種 と 汽水種は 不 明種 と して そ れ

ぞれ 扱った 。 また、 破片のため属 レ ベ ルで 同定 した 分

類群は、 そ の種群を 不 明 と して 扱った 。 安藤 (1990)

が設定 した淡水域に おける指標種群 の概要は、 以下 の

通りである。

分 類 群
種群 7 8 9 10 11 12 13 11 

Actinoptychus senarius ‘9 I -
Cocconeis scutelJUOJ Cl I -
Grammatophora macilenta B 
Ni tzschi a coccone if ormi s El 
Thalassiothrix spp ， 
Diploneis smithi1 El - 3 -
Nitzschia littoralis ， - 2 -----------—---------------------------：--―ご―--------:---—-------------
Achnanthes exigua り 4 - 1 4 -
A. lanceolata K - - 9 - 1 - 4 
A .  minutissima 
A .  spp . 
征phora montana 
A. oval is var. lihyca 
A .  spp. 
脚moeoneis sphaerophora 
A .  vitrea 
Bacillaria paradoxa 
Caloneis bacill血
C. lauta 
C. Schroeden 
C. si/icula 
Cocconeis placentula 
Cyclotella meneghinian』
Cymatopleura so/ea 
Cymbella minuta 
C. subaequal JS 
C. t四ida
C. turgida 
C. spp. 
Piploneis finnica 
D. ovalis 
P. spp. 
Epithemia sorex 
E. turgida 
£. spp. 
Eunotia formica 
E. pectinalis var. undulata 
£. praerupta var.hidens 
£. spp . 
Frustulia vulgaris 
Gomphonema ac1111Jinat四
G. gracife 
G. parvu/1111J 
G. truncat皿
G. spp 
Gyrosigma spp. 
Han tzsch ia amph J oxys 
HelosJra 血bigua
H vanans 
Navicula bacill四
N. confervacea 
N. con ten ta 
N. crucisula 
N. cusp/data 
N. elginensis 
N. pupula 
N. radiosa 
N. tokyoens, s 
N. veneta 
N. viridula 
N. spp . 
//eidi1111J iridis 
Ni tzsch i a amph泣19
N. tryb/ionella 
N. umhonata 
N. spp . 
Pinnularia acrosphaeria 
P. divergens 
;. gibba 

hemiptere 
P. interrupta 
p najor 
p 叩crostauroB
P. sudetica 
P. viridis 
P. spp. 
肋opalodia gibba 
H. gibberula 
H. spp 
Stauroneis acuta 
s phoenicenteron 
S. spp . 
Surirella elegans 
S. robusta 
S. tenera 
S. spp. 
Synedra r皿pens
S. ulna 
S. spp 
Unknown 
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［上流性河川指標種群( J)] ： 上流部 の 渓谷 部 に集 中して 出現す る 種群であ る 。
［ 中 ～ 下流性 河 川指標種群( K)] ： 中 ～ 下流部、 す な わち 河 川 沿 い に 河成段丘、 扇状地 およ び 自然堤

防、 後背湿地 と いっ た 地形 が見られる部分に集中して 出現す る 種群であ る 。
［最下流性 河 川指標種群（ L)] : 最下流部 の 三角 州 の部分に集 中して 出 現す る 種群であ る 。
［湖沼 浮遊生指標種群( M)J ： 水深が約1 .5 m以上で、 水生植物は 岸では見られる が、 水底 には 生育し

て い な い 湖 沼であ る 。
［湖沼沼沢湿地 指標種群( N)] ： 水深が lm内 外で、 一面 に 植物 が繁殖して い る と ころ、 およ び湿地

であ る 。

［沼沢湿地 付 着 生指標種群( 0)] ： 沼 沢 なら びに、 前述し た 湿地 で 付着 の状態で 優勢 な 出 現が見られ
る 種群であ る 。

［高層湿原指標種群( p)J ： ミ ズ ゴ ケを主 と し た 植物群落 およ び泥炭層 の 発達 が見られる場所 に 出現

す る 種群であ る 。
［ 陸域指標種群( Q)] ： 上述 の 水域 に対して、 陸域を 生息地 と して 生活して い る 種群であ る（ 陸生珪

藻 と 呼ばれて い る ） 。

3 ) 珪藻化石群集 の特徴 と 堆積環境

8 試料から 得られた 珪藻化石は 全 体では89分類群で、 海～ 汽水種が 7 分類群 6 属 6 種、 淡水種が82 分

類群25 属64種3 亜種であ る 。 これら の珪藻化石群集から、 悔 ～ 汽水種 につ いて3 環境指標種群、 淡水種

につ いて 6 環境指標種群がそ れぞれ設定 された （ 表3 )。 淡水種の環境指 標種群およ びそ の 出現傾向か

ら、 4 珪藻分帯が設定 された （ 図5 )。 以下では、 各地点 につ いて、 設定 された 珪藻 分帯 に基 づいて 珪
藻化石群集 の特徴 と そ の堆積環境 につ いて 述べる 。

I 帯（ 試料14)
堆積 物1 g 中 の珪藻殻数は、 5 .3 4 X 10 6個であ る 。 珪藻化石 の 完形 殻 の 出 現率は 約52 ％であ る 。 堆積

環境を指標す る 種群 と しては、 中 ～下流性 河 川指 標種群 の Melosira varians や 沼沢湿地 付着生指 標種群

の Gomphonema acuminatum が 低 率で は あ る が 出 現す る 。 特 徴 的 に 出 現す る 珪 藻 種は、 広 布 種 の
Epithemia turgida が 全 体の 約46％ 出現す る 。 また 、 広布種の Rhopalodia gibbaや Synedra ulna も 多く 出

現す る 。
こうし た こ と から、 沼 沢地 的環境を 伴う 流水環境が推定 される 。
II 帯（ 試料10 ~13) 
堆積 物1 g 中 の珪藻殻数は2 .3 4 X 105 ~ 1 .  88 X 10 6個であ る 。 珪藻化石の 完形 殻 の 出 現率は 約66%~85

％であ る 。 堆積環境を指 標す る 種 群 と しては、 沼 沢湿 地 付 着 生指 標 種 群 の Pinnularia virids あ る いは
Stauroneis phoeniceneron など が比較的 多く、 中 ～ 下流性河川指 標種 群 の Melosira varians なども 随伴す

る 。

こうし た こ と から、 流水を 伴う 沼 沢地 環境が推定 される 。

III 帯（ 試料9)
堆積 物1 g 中 の珪藻殻数は、 3 . 40 X 1 05 個であ る 。 珪藻化石 の 完形 殻 の 出 現率は 約74％であ る 。 中 ～

下流性河川指標種群の Melosira varians や 沼沢湿地 付着 生指標種群が見られるも の の、 腐 水環境 に特徴

的 に 見られる Nitzschia umbonata や Nitzschia 属 など が非 常 に 多く 出現す る 。

こうし た こ と から、 腐水要素の 強 い環境が椎定 される 。
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IV 帯（ 試料 7 、 8)
堆積 物1 g 中の 珪藻殻数は、 4 .80 X 1 びお よ び2 .04 X 1 02個で あ り、 珪藻化石は 非常に 少ない 。 堆積 物

が 砂質で あ るこ と 、 珪藻化石がわずかでは あるが 検 出 されるこ とか ら、 水成環境で あ る 可能性は あ る 。

5 . 下馬周辺遺跡の古環境変遷
これ まで行って き た花粉 · 植物珪酸体 ・ 珪藻の 各分析結果 ・ 考察か ら、 下馬周 辺遺跡の 古環境変遷に

ついて以下に 示す 。

松島 (1974) に よる と 、 縄文海進最盛期（ 約 6 ~5 千年 前 ）の 鎌倉地域は 海が 侵入 して おり、 その後、
約4 千5 百年前 頃 より 海は 退きは じめ、 約2 千年前には現在 より2 ~3 m 高い位置か、 ほ ぼ同 じ位置に

まで後退 し た と 考え られている 。 放射性 炭素年 代か らこの 頃と推測 される 下馬周 辺遺跡 周 辺 では、 沼沢

地 的環境を ともなう 流水環境、 すなわ ち後背湿地化 した と推測 され た 。 松島 (1974) には、 海退と とも

に由比ヶ 浜や 材木座海岸近くには 海岸砂丘が形成 され、 砂丘の後背地の 下馬四 ッ 辻付近などには 泥炭層

も形成 され た と 記 されて おり、 下馬周 辺遺跡 下位層 より 検 出 され た 泥炭層はこれに あ た る と思われる 。

この後背湿地には ガマ属 ・ ヨ シ 属 ・ カ ヤ ツ リ グサ科 ・ ア リ ノ ト ウ グサ属などの 湿地生の 草本類が 生育 し
て おり、 周 辺 丘陵部は ス ギ林が 優勢で あ り、 照葉樹林も成立 してい た 。 また 、 ネ ザサ節型の ササ類（ ゴ
キ ダ ケ、 ア ズ マ ネ ザサなど ）や ウ シ ク サ族（ ス ス キ、 チ ガヤなど ）が 生育する 開けた 草地 的な環境も 一

部には 広がってい た と み られる 。

縄文時 代終末か ら 弥生時代 初 期 ～古 代 全 般と推測 されるが、 逍跡 周 辺の後背湿地には ヨ シ 属や カ ヤ ツ

リ グサ科が 生育 して おり、 一部は 水田化 され、 水田雑草類も 多く み られる ようになっ た 。 また 、 この 頃
の遺跡 周 辺 丘陵部では 依然と して ス ギ林が 優勢で あ り、 照菓樹林も成立 して おり、 ネ ザサ節型の ササ類

や ウ シ ク サ族が 生育する 開 け た 草地 的な環境も 一部には 広がってい た と み られる 。 な お、 先にも 記 し た
が、 時 代については 鎌倉に お ける 水田稲作の 開始時 期に係 わる 間題で あ り、 さ らに注意深く 検 討するこ
とが 必要で あ ろう 。

中世初期 と推測 される 頃の遺跡 周 辺 では、 珪藻分析か ら 腐 水要素の 強い環境が推定 されて おり、 中 世

の 溝に み られる よう な ゴ ミ 捨て場 的な 様相で あ っ た と思われる 。 その後、 珪藻化石が ほ と んど 得 られな

くなり、 遺跡 周 辺 は 乾陸化 し た と推測 される 。 この ように、 中 冊の遺跡 周 辺 では 水田域か ら ゴ ミ 捨て場
的な 様相を へて、 イ ネ 科や ヨ モ ギ属などの 雑草類が 生育する 町屋へと 次第に変貌 していっ た と み られる 。

また 、 この 頃の遺跡 周 辺 丘陵部では ス ギ林や 照葉樹林が 減少 し、 代わって ニ ヨ ウ マ ツ 類が 増えるものの 、
目 立っ た 森林は み られなくなっ た が、 ネ ザサ節型の ササ類や ウ シ ク サ族は 依然と して 広く 生育 してい た 。

近世になる と 、 植物珪酸体分析か ら遺跡 周 辺 は稲作地で あ っ た 可能性が 示 されているが、 花粉化石が
ほ と んど 得 られていないこ とか ら、 乾陸化 してい た と み られ、 稲 作地とすれば 乾い た 状況での 稲作と み

られる 。

6 . ま と め

年 代測定 お よ び出土遺物か ら 縄文時代晩期終末か ら 弥生時 代 初 期 ～古 代 全 般と推測 されるが、 遺跡 周

辺 は 湿地化 し、 一部は 水田化 され た 。 こう し た 湿地や 水田、 あ るいはそれ らの 周 辺 には ヨ シ 属や ジ ュ ズ
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ダ マ 属などの イ ネ 科、 カ ヤ ツ リ グサ科、 キ ン ポ ウ ゲ科、 ア リ ノ ト ウ グサ属、 オ モ ダ カ 属、 ミ ズ ア オ イ 属

などが 生育してい た 。 また 、 周 辺 丘陵部では ス ギ林や 照葉樹林が 優勢で あ り、 ネ ザサ節型の ササ類や ウ
シ ク サ族も 生育してい た 。

中 世の遺跡 周 辺は 次第に 町屋地 域へ と 変貌し、 イ ネ 科や ヨ モ ギ属を主体に、 ア カ ザ科 ー ヒ ユ科、 ア ブ
ラ ナ 科、 オ オ バ コ 属、 タ ン ポ ポ亜科などの 雑草類が 生育してい た 。 また 、 周 辺丘陵部では 優勢で あ っ た

ス ギ林や 照葉樹林は 減少し、 その後、 目 立って 優 占す るような 森林は み ら れなくなっ た が、 ネ ザサ節型
の ササ類や ウ シ ク サ族は 依然 と して 多く 生育してい た 。

近世の遺跡 周 辺は 稲作地 で あ っ た 可能性も あ るが、 今回の 分析だ けでは 可能性に と どめた い 。 また 、
植生については 花 粉化石が 得 ら れず不明で あ る 。
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図版1

4 - b 

ー 50 µm 
2 ~ 5 :  

20 µm 

図版 l 下馬周辺逍跡の花粉化石

1 : モ ミ 属 PLC.SS 1847 試料14

2 : ス ギ属 PLC.SS 1852 試料13

3 : イ チ イ 科ー イ ヌ ガ ヤ科ー ヒ ノ キ科 PLC.SS 1853 試料13

4 : ブナ屈 PLC.SS 1844 試料14

5 : コ ナ ラ 屈 ア カ ガ シ 亜属 PLC.SS 1848 試料14
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6 , b a r : 2 0 は m， 
9 - b , 1 0 :  

7 , 8 , 9 - a : ， 

8 - a 

9 - b 

図版 2 下馬周辺逍跡の 花粉化石
6 : ソ バ属 PLC.SS 1855 試料 9

7 : フ ク ロ ウ ソ ウ 屈 PLC.SS 1861 試料 7

8 : ベ ニバナ屈近似種 PLC.SS 1 862 試料 5

9 : ア マ属 PLC.SS 1835 試料 7

10 : ア リ ノ ト ウ グ サ 屈 PLC.SS 1843 試料14
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図版3

図版 3 下馬周辺造跡の花粉化石

1 1 : カ ヤ ツ リ グサ 属 PLC.SS 1849 試料14

12 : ア ブ ラ ナ 科 PLC.SS 1856 試料13

13 : ガ マ属 PLC.SS 1846 試料14

14 : ミ ズ ア オ イ 属 PLC.SS 1850 試料13

1 1 ~ 1 6 :  
20 µm 

lOO µm 

1 7 1 7 .  l 8 : 

15 : オ モ ダ カ 属 PLC.SS 1857 試料 9

16 : キ ン ポ ウ ゲ科 PLC.SS 1851 試料13

17 : サ ン シ ョ ウ モ PLC.SS 1845 試料14

18 : ア カ ウ キ ク サ属 PLC.SS 1854 試料 9
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図版 4 珪蔽化石の顕微鋭写兵 （ ス ケ ー ル ： 20 µ m)
1 .  Melosira varians (No. 1 1 )  2 .  Melosi osira varians (No.12) 
3 .  Cymbella subaequalis (No. 1 1 )  4 .  Achnant:h es minutissima (No. 1 1 )  
� . Achnanthes exigua (No.12) 6 .  Hantzschia amphioxys (No. 1 1 )  
7 . 郎opalodia gibba (No. 1 1 )  8 .  Epithemia turgida (No.14) 
9 .  Stauronis acuta (No.9) 10. Rl1opalodia gibba (No.1 1 )  
1 1 .  Synedra ulna (No.9) 12. Diploneis ova!is (No. 1 1 )  
1 3 .  Achnanthes lanceolata (No.1 1 )  14. An1phora montaila (No.9) 
15. Caloneis baciilum (No.9) 16. Eunotia spp. (No.9) 
17. Gomphonama tnmcaturn (No.9) 18. Gomphonama gracile (No. 1 1 )  
1 9 .  Amphora ovalis var.liybca (No. 1 1 ) 20. Pinn u lar

ia rni c iosta uron (No. 1 1  1 ova11s var.llybca \No. l l J �u. Pm nularia rnicrostauron (No. 1 1 ) 
21 .  Pi nnul innularia acrosphaeria (No.9) 22. Gornol ornp nonama acummatum 
23. Nitzschia urnbonata (No.9) 24. Nitzschia umbonata (No.9) 

(No.14) 

25. Pinnularia viridis (No.9) 26. An omoeoneis sphaerophora (No.12) 
27. Caloneis silicula (No. 1 1 )  28. Neidium iridis (No.12) 
29. E ・pithemia sorex ( 14) 30. Ni(zschia arnphibia (No.9) 
31. AJnphora ovalis var.libyca (No.9) 32. Navicula veneta (No.9) 
33. Navicula elginensis (No.9) 
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図版1
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1 .  1 面全景 （北か ら ）

2. 1 面溝3 （北か ら ）

3. 1 面土堀30 （ 東 か ら ）
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図版2
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3面土堀40 （ 南 か ら

3. 3面土壊40⑦ （ 西 か ら ）
（本文参照）
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3. 3面土堀40①東側横板及び杭 （ 西 か ら ）
杭 に伴 う 掘 り 込み は確認 さ れ な い

- 201 -

2. 

図版3

3面土壊40①北東部分 （ 東 か ら ）

3面土堀40①東側横板 （ 西 か ら ）



図版4
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1 .  3面土堀40②北側横板 （南 か ら ）

2. 3面土壊40②付近 （ 南 か ら ）
杭打ち 込み検出状況

3. 3面土堀40③ ・ ④付近 （ 南 か ら ）
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図版6
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図版7
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図版8
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う つ の み や ず し ば く ふ あ と

宇津宮辻子幕府跡 (No.239)

小 町二 丁 目 361 番 1 地点

- 209 -



例 口

1 . 本 報は、 鎌倉市小町二丁目 361番1 地点 に所 在 する 宇

津宮辻子幕府跡遺跡 に お ける 埋蔵文化財発掘 調査のう
ち、 国庫補助事業にかかる 自己専用住宅の 報告である 。

2 . 発掘 調査 は、 調査 対象面 積l44 m'の う ち30m'を 国庫補
助事業 と して 鎌倉市教育委員会が 実施 し、 残りの 面 積
を 宇津宮辻子幕府跡 発掘 調査 団（ 団長 原 廣志）が
行 っ た 。 調査 期 間は 平成8 年2 月15 日より 同 年4 月 4

日にかけて 実施 し た 。
3 . 調査 体制は 次の と おりである 。

担 当 者 原 廣志
調 査 員 小林重子 ・ 須佐直子 ・ 岩野祐 巳 • 岡 陽一

郎

調査 補助員 丹 正行 ・ 鍛冶屋勝ニ ・ 秋山 哲雄・ 佐藤

正之 • 島貰 聡 ・ 弓 削拓郎 ・ 駒村大輔 ・

渡 辺 岳史 ・ 須佐仁和 ・ 早坂伸市

調査 協力者 富 岡慎之 • 福本 寿夫 ・ 菅野五郎 ・ 星 富
蔵

協力 機関 （ 社）鎌倉市 高齢者 事業団 シ ルバ 一人 材
セ ン タ ー

4 . 本 報の 執筆は、 第 一章を 原、 第 二章を小林、 第三 章を

須佐直子が分担 ・ 執箪 し、 第 四 章につ いては 調査 員 協
議のう え、 小林 ・ 原が 執筆 し た 。

遺物実測 ・ ト レ ース ・ 図 版作成には小林 ・ 須佐 ・ 須

佐（ 仁）・ 早坂 • 原があ た り、 秋山 哲 雄 ・ 駒 村 大輔の
協力を得た 。

5 . 本 報掲載写真は、 遺構を 岩野 ・ 岡 ・ 原が、 遺物を小林
が 撮影 し、 空撮は昧 シ ン 航空の ラ ジ コ ン ヘ リ による。

6 . 発掘 調査 中 ・ 本 報作成段 階に お いて 次の方々から 多 大

な 御教示 ・ 御指導を 賜 っ た 。 記 して 深謝の 意を 表 する
（ 敬称略、 順不 同 ）。

大三輪龍彦 ・ 大橋康二 • 藤原良章 • 松尾剛次 ・ 手塚

直樹 ・ 松尾宜方 ・ 玉林美男 ・ 永井正憲 ・ 小野正敏 ・ 木
村美代治 ・ 近藤真佐夫 ・ 西 野 修

7 . 本 発掘 調資に お ける出土遺物 ・ 図面等の 資料は、 鎌倉

市教育委員会が 保管 して いる 。
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第一 章 調介地点概観

位置

中世都市鎌倉 は 、 鶴 岡 八幡宮か ら 南 の 海岸へ と 向 か っ て縦貰す る 若宮大路があ り 、 こ れ に ほ ぼ並行 ・

直 交 し て 走 る い く つ か の 通 り (00大路） に よ っ て 区 画 さ れて い る 。 鶴 岡 八幡宮前 を 東西 に 走 る 通 り を

「横大路」 、 こ の 道 路 の 東端 で は 宝戒寺 門 前 で交差 （塔 ノ 辻） す る 「小 町大路」 であ り 、 南が下馬付近

で若宮大路 と 交差す る 「 町大路」 （大町大路） 、 西 側 に は 「今大路」 が南北 に 走 り 甚幹道路 を 構成 し て い

る 。 若宮大路 は 、 『吾妻鏡』 に よ れ ば寿永元年 ( 1 1 82) 3 月 、 妻政子 の安産祈願の た め に 頼朝 自 ら が監

督 し 、 北条時政 ら の 重 臣 も 土石 を 運 ん で、 鶴 岡 八幡宮へ と 一直 線 に 延 び る 参詣道 を 完成 さ せ た の だ と い

゜、
つ

遺跡名 であ る 宇津宮辻子幕府跡 は 、 北辺が消 川 病 院 の北側 を 若宮大路か ら 小 町大路 に い た る 路地 で 一

辺 1 00 m 程 、 こ の 路地 か ら 約 1 30m 南 ま で の 距離で西 限が若宮大路、 東 限が小 町 大路 に な る 台形の地域が

「宇津宮辻子幕府跡」 と し て 神奈川 県遺跡台帳 （ 台 帳番号239) に 記載 さ れ て い る 場所 で あ る 。 本 地 点

は こ の広範囲 な 地域の西辺やや北寄 り の 一 角 に あ た り 、 現在の段葛 を ニ ノ 烏居か ら 鶴 岡 八幡宮へ180m

程 進 ん だ若宮大路東側 歩道 に 臨 む と こ ろ で あ る 。 地番 は 鎌倉市小 町二丁 目 36 1 番 l で あ る 。

歴史的環境 に つ い て

宇津宮辻子幕府 は 、 若宮大路 と 交差 す る 小路で あ る 宇津宮辻子 に 面 し て 置 か れ た 4 代将軍 九条頼経の

御所の こ と で あ る 。 摂家将軍 を 迎 え て 北条氏が幕府 の 実 権 を 挙握す る と と も に 頼朝以来、 政治 的 中心 と

し て 鶴 岡 八幡宮 の 東側 、 大倉の 地 に あ っ た 幕府 を 若宮大路ぞい の 東側 に 移転 し 、 執権北条 泰時 の 下 に都

市 と し て の鎌倉が整備 さ れ て い く の で あ る 。 『吾妻鏡』 に よ れ ば、 嘉禄元 ( 1 225) 年 1 0 月 に 大倉 か ら 宇

津宮辻子への御所 （幕府） 移転が泰時 ら に よ っ て 発議 ・ 決定 さ れ、 同 年 1 2月 に は 将軍頼経の移徒が実現

し て い る 。 と こ ろ が嘉禎二 ( 1 236) 年 に は 、 土公の崇 り を 忌避す る と い う 理 由 で僅か1 1 年 だ け の 短 い 期

間 で、 「若宮大路の 幕府」 へ の 移転がな さ れ た の で あ る 。

宇津宮辻子 の 幕府 の規模 に つ い て 、 『吾妻鏡』 を 読 む と 東西256丈 5 尺、 南北61 丈 と あ る 。 こ の 点 に つ

い て 、 高柳光寿 『鎌倉市史 総説編』 が こ れ ま で通説 的 な 見解 を 示 し て き た 。 そ れ は 横 大路 を 北辺 、 若

宮 大路 を 西辺 と し た 南北百 間 ほ どが北条泰時邸 の 規模 と 推定 し て お り 、 そ れ に 南接す る 形 で東西56丈 5

尺 （約 1 71 m ) 、 南北61丈 （約 1 84 m ) の 区 画 を 「宇津宮辻子幕府」 の敷地 と 比定 さ れ、 『吾妻鏡』 の東西

256丈 5 尺 （約774 m ) つ い て は 、 お そ ら く こ の 記載が 間 違 い だ ろ う と さ れ た 。 そ れ に 関 連 し て も う 一 つ

が嘉禎二年の 幕府移転 に つ い て で あ る 。 北接す る 泰時邸の移転や改築の記述が書かれて い な い 点 に ふ れ、

同 一 敷地 内 で の 移転 で あ る と 推定 し 、 そ れぞれ宇津宮辻子 と 若宮 大路 を 主 と し て 名称 を 変 え た の で は な

い か と さ れた 。

ま た 大三輪龍彦氏 は 「 中 世都市鎌倉 の 地割制試論」 と 「鎌倉の都市計画 ー政治都市 と し て 、 軍事都市

と し て一」 （大三輪 1 986 · 1 989) の 中 で、 丈尺 を 基本 と し た 地割都市 を 想 定 し 、 宇津宮辻子 の 位置 に つ

い て も 言及 さ れて い る 。 石井進氏は都市構造 を 根本 的 に 改変 す る も の と し て 、 鎌倉の 基本 軸 の 移動 （鎌

倉政権草創 の 源義朝館一鶴 岡 八幡宮ー大倉の御所 を 結ぶ東西 ラ イ ン か ら 鶴岡 八幡宮一宇津宮辻子の 御所

一若宮大路の南北 ラ イ ン ヘ） と い う 都市 の 質 的 転換 を 伴 っ た も の で あ っ た こ と を 指摘 さ れて い る 。 御所

移転 に 関 し て は 、 最近伊藤正義 ・ 松尾 剛 次 の 両氏が相つ い で発表 さ れ論証が注 目 さ れて い る （伊 藤 1 992、
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松尾 1 992 A · B ) 。

伊藤氏 は御所 の破却 と 再生 の 中 に 密 む心性 と 意識 と い う 人 々 の 内 な る 世界 の解読 を 試み ら れ た 。 頼朝

が幕府 を 開 い て か ら 、 そ の 子頼家、 実朝 と 、 い わ ゆ る 源氏 三 代 の 将軍の御所であ っ た 大倉の故地か ら の

移転 は 、 尼将軍政子 の死去 を 契機 に 北条泰時 ら の 発議 ・ 決定 に よ っ て 宇津宮辻子へ御所 を 移 し 、 源氏三

代 の霊魂 ・ 怨霊 の 地 か ら の絶縁、 そ し て 決別 を 意味す る も の で あ っ た と さ れ た 。

松尾氏 は 「鎌倉市 史』 で 『吾妻鏡』 の 記 載 を 誤 り で あ ろ う と し た 「宇津宮辻子の幕府」 の 東西距離の

数値 (256丈 5 尺） が、 伊賀 朝行邸か ら 移転 直 前 の 御 所 と 予 定 地 の 北 西 隅 と の 位 置 関 係 を 示 し た も の で

あ る こ と を 想 定 さ れ た 。 ま た 同 氏 は 「嘉禎二年」 の 御所移転が土公の崇 り を 忌避す る と い う 理 由 で あ る

以上、 同 一敷地内へ の 移転 は あ り え な い と し 、 「若宮大路 の 幕府」 は 「宇津宮 辻子の 幕府」 の北西 に 位

置 し た と 指摘 さ れ て い る 。 伊藤 • 松尾両氏 と も 宇津宮辻子 の位置 に つ い て は 大三輪氏 の 説 に 拠 ら れて い

る 。

宇津宮辻子幕府跡の調査事例

宇津宮辻子幕府跡 と さ れ る 郭 内 で は 、 本地点以外の 今 ま で の 調査事例 は若宮大路 に 面 し た 図 1 （以下

同 じ ） ー 2 地 点 （清 川 病 院用 地 ） と 3 地 点 （雪 ノ 下 カ ト リ ッ ク 教 会 用 地） 、 中 央 や や 西 寄 り に あ た る 4

地点 （妙隆寺裏手） の 3 ケ 所 と 、 小 町大路沿い の 東側 に位置 し た 5 地点 ( B 蓮辻説法碑前） の 1 ケ 所 で

調査が行 な わ れ て い る 。

2 地 点 は 本地点 と 同 様、 中 世 の 生活面が近世 の 削 平 で残存せず 、 中 世地 山 上か ら は西端 で若宮 大路側

溝 ( 1 3世紀中 頃 ～ 14世紀 中 頃 ） と 側溝 に 直交 し て 走 る 古 手 の 東西溝があ り 、 こ の溝 の 南北域 に 小規模 な

掘立柱建物 、 柵列 と 多 く の 井戸 が散在す る だ け で、 逍構の密度の薄 く 本地点 に 近 い傾 向 を 示 し て い た 。

こ れ と は対照 的 に 3 地 点 で は 、 1 2世紀末～ 1 3世紀前半の 下 層 面 （ 中 世 地 山 面上） か ら 柱 間 が 5 間 を こ

す 6 棟以上の 大規模 な 掘立柱建物 と 、 何時期 も の建 て 替 え を 思 わ す膨大 な 量 の柱穴群、 建物 を 繋 い だ渡

廊 を 想起 さ せ る 柱穴列 な ど、 密 度 の 高 い 遺構群が検出 さ れ て い る 。 さ ら に 4 地点 は 調 査区 中央で大路に

直交す る 布掘 り の柵列 （柱 間 約 120cm) 、 そ の 南北 に 掘 立柱建物 ・ 士城や多 数の柱穴が切 り 合 い激 し く 地

山 面 ( 1 3世紀前 ～ 中業が中心） か ら 検出 さ れ た 。 柵列 は 、 幅80cm程の布掘 り 底面 に 1 辺約60cm の 方形柱

穴 を も ち 、 屋敷 内 を 区 画す る よ う な柵列 と は異 な る 規模 で東西 と も に調資区 外へ 延 びて い た 。
一 方、 小町大路 に 面 し た 5 地 点 で は 、 中 世 に つ い て は 部分的 な も の を 入 れ て 5 面 ( 1 3世紀前菓 ～ 1 5 世

紀前半） に わ た る 生活面か ら 掘 立柱建物 、 井戸、 土堀、 溝、 柱穴列や多 数の 柱 穴 な ど の遺構が確認 さ れ

た。 1 3世紀前半～ 中 頃 に あ た る 4 面 （ 中 世 地 山 面） か ら 現小 町 大路 と 、 現若宮大路 と に 平行す る 軸方位

の 異 な る 掘 立柱建物がそ れぞれ検出 さ れ、 前者が先 行 し た建物で あ っ た 。 ま た 3 B 面 ( 1 3世紀後半） か

ら も 若宮 大路 と 同 一 の 軸 方位 を 示 し た 掘 立柱建物が検出 さ れ て お り 、 従 っ て 4 面 か ら 3 面 に か け て敷地

内 の 主 要 な 一 角 を 占 め て は い る が、 掘 立柱建物 の 軸 線 を 一新す る 画期が想 定 さ れ て い る 。 こ の他、 往時

の 道筋 に 関す る 調壺成果 と し て 現 小 町 大路 よ り 西へ約6. 5 m の 位 置 に 大路西 肩 か と 思 わ れ る 落 ち 込み が

確認 さ れて い る 。

今後 は 、 こ う し た 各調査地点 の遺構の 成 立 と 消 滅 の 具体相 を 明 ら か に し 、 若宮大路東側 の 御 所 を 核 と

し た 中枢域 と 、 そ の 周 辺域 も 含 め て 都市構造全体の変遷の 中 に ど う 位置付 け て い く かが、 重要 な 課題で

あ ろ う 。
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第二章 調在の概要
調査経過 と グ リ ッ ト 設定
本 地点 に 対する 発掘 調査は、 1996年2 月 15 Hから 開 始 された 。 調査対象面積は144 m'であるが、 残 士

処理の関係上調資区を 東西に分割し（ 便宜上、 東側を I 区、 西側を I1 区と した ）、 I 区から調査を 行い
3 月1 7日に 終了、 ついで I1 区に移行し 同年4 月4 日をもって現地調壺の 全 行程を 終了した 。 本 調査は、

調壺面 積 の 約30 面 (2 割 ） を 国庫補助事業 の 範 囲 と して 行い、 残り の 約1 14 m'（ 8 割 ） を 宇津宮辻子幕
府跡 発掘 調在 団（ 団長 原廣志 ） が発掘 調査を 実施した 。 尚 、 本 調壺 報告は 国庫補助事業 の調裔区範囲を

含めて 対象 と したも のである 。

調査方法は、 鎌倉市 教育委員会文化財課による 試掘 調裔の結果に基 づき、 近現代の表士 ・ 撹乱及 び、
近世水田耕作士を地表下約60 cm まで重機により 除去し、 以下を人力により 掘 り 下 げを 行った 。

調壺区の グ リ ッ ト設定 にあたっては、 鶴 岡八幡宮社頭から 同 ニ ノ鳥居 まで の 間 の若宮大 路段葛中軸線

を南北 と し、 そ の基準点 を ニ ノ 鳥居基礎の北辺中央に設定 したも のを 用い、 ニ ノ 鳥居基 礎の基準点 から

北へ1 76 m、 東へ直角に15 m の と ころを C -3 と した（ 図2 · 4 ) 。 従って、 そ の方位は M g . N -34 ° 

- E と なる 。 C -3 杭を基 準に調査区内を2 m グ リ ッ トに区画し、 東西方向に 西から ア ル フ ァ ベ ッ ト 、

南北方向に北から 算用数字を 付した 。 各 区 画は北西 隅 の 交点 杭をもって呼 称した 。 また本 遺跡 の 正確な
位置をつかむため、 鎌倉市 道路管理課が設置した鎌倉市4 級基 準点 と 、 調壺区内 C -3 杭 の位置関係を
明 記した（ 図2 ) 。 各4 級基 準点 の 国土 座標は、 U OOl( X 軸 ー 75 619.887、 Y 軸 ー2514 6.4 69) 、 U005 ( X  
軸 ー 75 704 .854 、 Y 軸 ー251 79.2 79) である 。

調査概要

調在 区内 の堆積土層（ 図 6 ) は、 地 表より 約20 ~30 cm ほどを 近現代の 表土 ・ 撹乱が 覆い、 そ の 下には

近世の水田耕作土 が 約60 ~70 cm ほど堆積し、 中 世の地山面 上には 水田の床土 が確認 されている 。 また特

に注 目 された点 は 水 田 耕作土 の上部から 宝永年 間 (1 70 7年 ） の富士山 噴火の火山灰が 溝状に確認 された

こ と である 。 こ の点 から みて、 近枇に お ける 水田事業 の 一端が 窺えよう 。 宝永の 火山 灰確認 の標高は5 .3

m ~5 . 6 m、 中 世地山面 の標高は5 .l mである 。 こ の堆積土 から推し 量れる と おり、 本 調査地点 は 近世 の
削 平が 著し く 、 中 世 期 の 生活面 の 把握は 困 難であり 中世基 盤層 の上面 で の遺構検 出 と なった 。 また 中世
地山層である 黒褐色粘質土 の確認 も ほ と んど 困 難な 状況であり、 近世 の 削 平は 少なからず 中 惟基 盤層 ま

で 及んでいたこ と がわかる 。

検 出 逍構は、 石組み の 近 世井戸l 基、 大 路側溝を 含む 溝（ 南北2 条、 東西l 条 ）、 築地 塀跡 の基 礎 と

思われる 礎板 ・ 礎石を 伴う 逍構、 土堀、 井戸状遺構、 柱穴などである 。 また、 調査区東聖沿いに 微かで
はあるが、 近世水田の畦の土 留め杭 ・ 横板 と 思われる 木材を確認 した 。

出土 遺物は、 かわら け（ ロ ク ロ ・ 手づく ね ） 、 国 産 陶磁器（常滑 ． 渥美 ・ 瀬戸 ・ 肥前 ） 、 貿易 陶磁器（ 青

磁 ・ 白 磁• 青 白 磁 ）、 瓦 質 製 品、 土 器製 品、 骨 角 製 品、 金属 製 品、 漆製品、 木 製 品等、 鎌倉市内で発見
されている 中 世 期 の遺物は ほ ほ出土 している 。 尚、 大 まかな年 代 と しては 中 世期は13 世紀中 頃から14 世

紀前半 と 考えられる 。
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図2 調査地点 グ リ ッ ド設定図
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図 3 調査区位置図
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第三章 検出 し た 遺構 ・ 遺物

遺構は、 前章でも 述べた ご と く 中槻地山は 大半の 部 分に お いて 近世以降の 削 平を 受けて い る ため、 中

世基盤層であ る 黒褐色粘質土 もし く は その 下に堆積す る 灰褐 色 ・ 黄褐色砂層の上面で確認 し た 。
検出 し た遺構は、 調在 区 全 体では 近世の 井戸 ・ 水田畦土 留め遺構、 中 世の 大路東側溝 ・土 城 ・ 柱穴列

． 柱穴などであ る 。 尚、 これらの遺構のうち本報告では 国庫補助事業にかか る 部分の 範囲の みに 限っ た

もの であ るが、 遺構の 性 格上これを切り 離す 事はで きな いので、 図5 と して調査区 全 体の遺構を図 示し

た 。 範 囲 外の遺構に関 しては 原 因者 負 担分の 調査報告書に併せて 収録す るこ と にす る 。

a . 溝（ 図5 ~ 12 、 表1 ~ 5 、 図版2 ~ 4 )  

若宮大路に平行して 走 る 溝3 条を 検 出し た 。 ほ ぽ F 軸より調壺区西端にか けて存在す る 溝は、 西側が

調査区 外に拡がりを みせ、 後世の 撹乱もあり 正確な 幅や 規模は 不明であり、 本地点 北方の 消川荊院南部

地点 （ 図 1 -2 地点 ） の調査で発見 されて い るような、 東側溝の 底面に おかれ た 柄穴を 切っ た土 台の 角
材は認められなかっ た 。 しかし、 その 位置や 規模から みて、 清川 病院地点 で 検 出 され た 溝の 続き と 考え

られ、 中 世鎌倉の 最盛期にあ た る 若宮大路東側溝であ るこ と は ほ ぼ間違いなかろう 。 な お北壁土層断面

から 近世期の 溝を おもわす 宝永の 火山 灰の 落ち込む 堆積が認められ た 。

溝は 複雑に重複して 何度も 掘り 直 され、 しかも後世の 削 平は 中世基盤層に まで 及んで おり、 土 台材は
抜き取られ た らしく、 溝覆土 は後戦の 撹乱が 深く 及んで いて土層断面から側溝を 明確にす るこ と は 非常

に 難しかっ た 。 その ため、 以下に 記す 溝1 ~ 3 は 個々の 側溝を 示すものではなく、 溝の 掘り方底面の 両
脇に土 台材を 据え る ために掘っ た 、 お そ らく 溝状の 痕跡 と 考えられ るもの であ るこ と をこ と わって おき

た い。 し た がって、 現場作 業 中に側溝を 厳密に 区 別しながら 掘削す る 事は 実際上不可能に 近かっ た が、

溝1 ~3 の 埋土 その ものの 区 別は 可 能であっ た ため、 出土遺物の 分別はで き た 。 ここでは土 台材が 抜き
取られ た であろう溝状の遺構につ いての み触れ るこ と にし た い 。

溝 1
D 軸に 西 肩を 沿って 走 る 溝で、 南北 と もに調介 区 外に延びて い る 。 幅は90 cm前後、 深 さ 約40 cmで 開 い

た 逆台形の 断面をもち、 北から南に向かってや や 下がって い る 。 覆土 は 灰茶褐色砂質土 で 下層には土 丹

粒 ・ 焼土 粒が みられし まりがあ る 。
出土遺物 には、 ロ ク ロ ・ 手づく ね成形のかわら けの ほか、 国 産 陶器、 瓦、 土 製品、 龍泉窯青磁碗 • I1II.、

鉄 製品、 木製品などがあ る 。 木製品には 片端を 尖ら せた 木簡が出土 し た が 残りが 悪く 墨書の文字は 判

読できなかっ た 。 若宮大路側溝を 造 るにあ た り、 幕府が 御家人 た ちに 課役し た こ と を 示す 木簡が、 側溝

の 東西から出土 して い るが、 出土 地点 や 形状から みて 本例も そ れに当た るもの と 思われ る 。 出土遺物 は

若 干の 混乱が認められ るが、 お おむ ね鎌倉時 代 中 ～後期 と 考えられ る 。
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溝 2
c 軸に 沿って 走る 溝で、 5 庫庸の北側から 始 まり調査区外に 延 びて いる 。 幅は 約90cm、 深さ 約20cm ほど

の 逆台形の 断面 で あ る 。 溝 中には 木材が 認め ら れた が、 木組みに関係するもの では 無 く、 むしろ 抜き取
ら れた 廃材を 投げこ んだような 出土 状況で あ っ た 。 溝底面の 東脇に 士台材の ぶれを 防ぐ杭が検 出されて

いる 。 覆土 は 茶褐 色土 で 砂利 • 土 丹塊 ・ 貝 片を 含 む。
出土遺物 には、 や はり かわ ら けの ほか、 国 産 陶 器、 瓦、 龍泉窯青磁碗 ． 鉢、 漆器碗、 木製品、 銅 製 品

などが あ り、 木製品には 非常に 珍し い漆刷 毛が 出土 して いる 。 年 代 的には 多 少の 混乱が み ら れるが 大き

く みて 鎌倉時 代後期と 捉えておきた い。

溝 3
調査区西端に 沿って検 出された 溝で あ る 。 西側は調査区外にもぐ

り 込んでおり、 幅は 不明で あ る 。 逆台形の 断面をも ち、 深さ40cmほ
どで低面 は 平 ら で あ る 。

出土 逍物 には 手づく ね成形の かわ ら けの ほか、 劃花文や 櫛掻文青

磁碗、 国 産 陶 器も 少量出土 し た が、 かなりの 混乱が 認め ら れる 。

ここでは 若宮大 路側溝の 木組みが遺存 状態の 良い調査 事例から そ
の 構造 につ いて 述べて みた い。

図1 1 溝 2 出土遺物 ( 2 )
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若宮大路側溝は 東西両側 と もに鎌倉時 代 中 頃には 木組み構造の 側溝に なっ て いた こ と が、 近年の 若宮
大路周 辺の調査成果から 解 明 され てきて いる 。 まず構造は 箱堀に し た 溝底の 両側縁に 約3 m ( 1 丈 ） 幅
で、 柄 穴を切っ た 角 材の土 台 （土 台材1 本 分の 長 さ 約390 ~4 30 cm、 柄穴の 芯 5々0 ~60 cm 間隔 ） を 据え て、
その 柄穴には 束柱 （ 長 さ 約150 cmの 角 材で 両端柄切り ） を 立てて、 地 表に なる 高 さで 束柱上に土 台 材 と
同 じ柄穴をもつ縁木 状の角 材をの せて 組み合わ せる ( I 字形に 材を 紺む ）。 さらに 裏 込めにあ た る土 壁
を お さ える 壁板は 横板材を 用 い、 掘り方裏込め と I 字形の 材に 挟 まれるように なる 。

と ころで、 外方からの土 圧を 防ぐために次のよう な 方法が 取られ て い た 。 一つが北条時 房 · 顕時 邸跡

（ 図1 -25 地点 ・ 鶴岡 旅館用地 ） で確認 され た 側溝は、 内側の 底面 と 地 表面に横梁の 角 材を か ませるよ

うに してい た と 考えられる。『北野天神縁起 』 に出てくる 菅 原是善邸の 前には、 木組みの 溝が 描かれて

いる 。 そ こには地 表面に縁木 状の木材 と と もに、 壁を支える 束柱上部の位置に柚梁ら し き 角 材を支え と

して入れ て いる 。 もう 一つは 横梁を 用 い な いもの で、『蒙古 般来絵 詞』 に みられる 秋田城介安達安盛邸
の 前に 描かれた 木組み溝がり、 そ れでは 束柱から 柄で 控え 梁ら し き 角 材の 先端が 角の ように 顔を出 して

いる 。 そ れ と 同 じ構造が 予想 されるもの が、 北条時 房 ・ 顕時 邸跡 （ 同図 ー2 4地点 ・ 民宿 ビ ル用地 ）や 北

条小町邸（北条泰時 ・ 時頼邸跡 同図 ー11 地 点 ・ 鎌倉彫店舗地点1 3地点 ） など から 検出 され た 外方（ 溝
肩側 ） 地 中 に 控え 梁をもつもので、 壁を支え て いる 束柱の 一本 置きに入れ て いる 。

このような 木組み構造は、 規模の 違 いはあるものの 市
二1 �二/ 街地の調査例にも みられ、 若宮大路周 辺遺跡 （ 固l -9 

4 地点 ） の 小町大路西側溝や 足利 公方屋敷 跡 （「 公方屋敷
跡 浄明寺三 丁 目1 43番2 地 点」『鎌倉市埋蔵文化財緊急

こ2 ――：二二／／調査報告 書l0 平成5 年 度発掘調査報告 』 ）、 今小路西遺跡

- 5 （ 御 成小学校内 ） などの 溝に 使われ、 しかも方形竪穴建

□゚二
1 0cm ：
 図 1 4 遺構外上層 出土遺物

築址は 柄 穴を 切っ た 角 材の土 台に 隅柱や 間柱を 立て、 外

側に 横板材の 壁板で土 墜を お さ える 構造に なっ て いる 。
要するに建物 と 溝 と いう 用 途の 違 いがあるものの 、 使用

され た土 木技術は 当時の 鎌倉では 一般 的 な工法であっ た
ようである 。
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図 8 種 類

か わ ら け
1 

か わ ら け
2 

か わ ら け
3 

か わ ら け
4 

か わ ら け
5 

か わ ら け
6 

か わ ら け
7 

か わ ら け
8 

か わ ら け， 
白 か わ ら け

10 

か わ ら け
1 1  

か わ ら け
12 

か わ ら け
1 3  

か わ ら け
14 

か わ ら け
1 5  

か わ ら け
1 6  

青磁
1 7  

碗

青磁
18 

碗

青磁
19 

lUl 

青磁
20 

碗

青磁
21 

碗

22 
青 磁

碗

法糀 せ い け い 胎土 素地 色調 釉薬 備 考

法批 口 径4. 8cm 底径4. 2cm 器 高 1 . 0cm せ い け い ロ ク ロ 内 折 れ 胎 土 微砂 雲 屏 白 針 白 色 粒

色 調 淡赤灰色

法批 口 径8. 0cm 底径5. 4cm 器 高 1 . 6cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 集栂 白 針 赤 色 粒 小 石

色調 淡橙灰色

法凰 口径7. 7cm 底径5. 0cm 器 高 1 . 85cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 雲母 白 針 小石

色調 淡黄灰色

法猜 口径8. 7cm 底 径6. 9cm 器 高 I . 9cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 白 針 赤色粒

色 調 淡赤灰色

法倣 口径7. 6cm 底径5. 7cm 器 高 1 . 8cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 裳 舟 白 針 赤 色 粒 小 石

色 調 黄灰色 （ 内面赤灰色）

法麓 口径12. 2cm 底径7. 7cm 器高3. 2cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 雲丹 白 針 白 色粒 色調

淡黄灰色

法徽 口 径 1 1 . 5cm 底径8. 5cm 器高3. 3cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 赤色粒

色調 淡茶灰色

法批 口 径12. 5cm 底径7. 6cm 器高3. 4cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 雲屈 白 針 白 色粒 小石

色調 淡黄灰色

法批 口径12. 8cm 底径8. 2cm 僻高4. 2cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 赤色粒 土丹粒

色調 淡）］］し色

法凰� 口 径6. 1 cm 底径6. 7cm 器高1 . 0cm せ い け い 手づ く ね 内折れ 胎 土 微砂 鉗母 白色粒

色調 乳 白 色

法凪 口 径8. 1cm 底 径6. 5cm 器 高 1 . 6cm せ い け い 手づ く ね 胎土 微砂 雲 栂 白 針 白 色粒 赤 色

粒 色調 暗黄灰色

法拡 口径8. 5cm 底径7. 5cm 樅高2. 2cm せ い け い 手づ く ね 胎土 微砂

色 調 賠灰 白 色

法批 口径9. 4cm 底径7. 9cm や怜高 1 . 9cm せ い け い 手づ く ね 胎土 微砂 雲班 白 針 白 色粒

色 調 橙 白 色

法菰 口径8. 9cm 底 径9. 2cm 拙高1 . 5cm せ い け い 手づ く ね 胎土 微砂 雲拇 白 針

色 調 淡黄灰色

法賊 口径13. 5cm 底径10. 8cm せ い け い 手 づ く ね 胎 土 微砂 雲•I§J: 白 針

色 調 lllL色

法批 口 径13. 3cm 底 径 I I . 2cm 器高3. 1 cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 雲 屈 白 針 白 色 粒 赤

色粒 小石 色 調 賠橙灰色

低 部～1本 部 片 素地 灰色 若干気孔 を 含む 緻密 釉薬 淡灰黄色透明 備考 櫛 描文

休部片 素地 灰 白 色 緻密 釉薬 淡黄緑色透 明 備考 櫛描文

低部片 法鼠 底径5. 5cm 素地 灰 色 若 干気孔 を 含 む が緻密 釉薬 淡灰黄色 透 明 貰 入 あ り 備考

櫛描文

口縁～体部片 法鼠 口径15. 9cm 素地 灰 白 色 緻密 釉薬 淡灰緑色 備考 削 花 文

口縁～イ本部片 素地 黄灰 白 色 堅緻 釉薬 淡灰黄色透明 貰入多 く あ り 備考 割 花 文

口縁片 素地 II音灰色 座緻 釉薬 灰緑色半透明 備考 無 文

表 1 溝 1 出土遺物観察表 (1 )
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青磁
23 

低 部 ～体部片 法梱 底径5. 5cm 素地 灰色 緻密 釉 薬 淡黄緑色半透明 貫 入 少 し あ り 備考 無 文

碗

瀬戸 口縁～イ本部片 法砿 l
ご
1 径 1 9. 8cm 胎土 灰 白 色 釉薬 灰緑色

24 
折縁鉢

‘
9 
"’―

1
’’ 9 ’n

ヽ 99.jL 口縁片 胎 土 長石 小礫 を 多 く 含む 色 調 茶褐色 芯部 灰黒色
25 

捏鉢

常滑 低部～｛本部片 胎 土 長石 小礫 を 多 く 含む机土 色調 茶褐色 芯部 灰黒色
26 

捏鉢

山 茶碗窯
27 

口縁～イ本部片 法星 口 径27. 0cm 胎土 白 色粒 雲 母 小石 色調 灰 色

捏鉢

淵美
28 

低部～イ本部片 法批 底径12. 1 cm 胎 土 黒色微砂 色調 灰 色 芯部 灰 色

捏鉢

土 製 品
29 

低部片 法屈 底径5. 4cm 胎 土 微砂 白 色粒 色 調 乳 白 色 備 考 仏 華 瓶 ミ ニ チ ュ ア の 可能性 も あ

灯明具か り

鐙瓦
30 

法賊 瓦 当 径 (l2. 8cm) 男 瓦部原1. 8cm 胎土 llij灰 色 砂粒 白 色 粒 良土 色 調 賠灰～灰黒色 備

考 外区 片 小粒の珠文密 巴文か

宇瓦
31  

胎 土 灰褐色 細砂粒 色調 灰黒色 製作技法 瓦 当貼 付 け 備考 均正唐草文 瓦 当 面 に黒色微砂の離

唐卓文 れ砂

宇瓦 法屈 瓦 当厚3. 35cm 女 瓦 部 厚 I . 7cm 顎 部 幅 1 . 7cm 胎土 灰 白 色 黒色粒 白 色 粒 色 調 灰黒色 製作
32 

剣頭文 技法 瓦 当貼付け 備考 凸 線の 上 向 き 剣頭 文 界線は下のみ

図 9

女瓦 法屈 9厚2. 4cm l!!I 面 斜II か な 布 目 痕 凸 面 x 状の斜格子 ナ デ調 整 胎 土 灰色 長 石 石礫 粗土
33 

色 調 灰褐色 備考 凹 凸 面 に微砂の離れ砂

鉄製品 法姑 長 12. 2cm 厚0. 3cm x 0. 7cm 
34 

釘

鉄製品釘 法撒 残長5. 4cm 原0. 2cm x 0 .  35cm 
35 

鉄製品 法祉 残長5. 6cm 原0. 2cm x 0. 4cm 
36 

釘

漆器 法屈 底径8. 9cm 備考 黒漆地 に朱漆で草木の文様を 描 く
37 

椀

木製品形代 法屈 残長15. 2cm 厚 1 . Ocm- 1 .  1 cm 備考 人形 横向 き
38 

木製品 法批 長36. 5cm以上 幅4. 1 cm I厚0. 7cm 1!ii考 墨書あ り 文字不明
39 

木餅i

木製品 法屈 長22. 4cm 原0. 7cm 備考 墨曹あ り 意味不明
40 

木製品 法批 原0. 7cm 
4 1  

1111物底板

木 製 品 法拡 長17 . 0cm 幅0. 7crn - 1 .  5cm 厚0. 2cm - 0 .  65cm 
42 

ヘ ラ 状

表 2 溝 1 出土遺物観察表 ( 2 )
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図 10 種 類 法羅 せい け い 胎 土 索 地 色調 釉薬 備考

か わ ら け 法砿 口 径8. 7cm 底 径5. 8cm 器 高 1 . 9cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 雲 母 白 針 赤 色 粒 白 色 粒
1 

小石 色調 淡橙灰色

か わ ら け 法最 口径9. 0cm 底径6. 0cm 器 高 1 . 5cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 雲屈 白 針 赤色粒
2 

色 調 橙灰色

か わ ら け 法量 口 径9. 2cm 底径7. 2cm 器高2. 1cm せい け い ロ ク ロ 胎土 微砂雲母 白 針 白 色粒
3 

色調 淡黄灰色

か わ ら け 法凪 口径9. 0cm 底径7. 4cm 器 高 1 . 8cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 雲屈 白 針 色調 淡橙灰色
4 

か わ ら け 法屈 口径12. 2cm 底径9. 2cm 器高3. 0cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 雲母 白 針 赤色粒 色調
5 

橙灰色

か わ ら け 法屈 口 径 1 1 . 8cm 底径8. 4cm 器高3. 2cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 雲母 白 針 赤色粒 白 色粒
6 

色調 暗肌色

か わ ら け 法屈 口径13. 0cm 底径8. 5cm 器高3. 7cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 雲·母 白 針 赤色粒 小石
7 

色調 暗赤灰色

か わ ら け 法屈 口 径7. 0cm 底 径6. 2cm 器 高 1 . 5cm せ い け い 手 づ く ね 胎 土 微砂 雲舟 白 針 黒 色 粒 色 調
8 

淡橙灰色

か わ ら け 法屈 口 径8. 4cm 底 径7. 4cm 器 高 1 . 9cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 赤 色 粒 白 色粒 色 調 灰， 
白 色

か わ ら け 法最 口 径9. 2cm 底 径7. 9cm 器 高 1 . 5cm せ い け い 手 づ く ね 胎 土 微砂 雲lサ 白 針 赤 色 粒 小 石
10  

色 調 II音黄灰色

か わ ら け 法撒 口径10. 0cm 底径8. 2cm 器高2. 0cm せ い け い 手づ く ね 胎土 微砂 雲母 白 針 小石 色 調
1 1  

淡橙灰色

青磁 低部片 法最 高 台径6. 0cm 素地 II音灰 白 色 緻密 釉 薬 黄灰色 透 明 貰入あ り 備考 劃花文
1 2  

碗

青磁 体部下半片 素地 灰 色 気孔やや含むが緻密 釉薬 淡灰緑色 透明 貰 入 あ り 備考 内面 測花文
1 3  

碗 外面 櫛1111,1文

青磁 口縁片 素地 灰 色 堅緻 釉薬 淡華緑色 1iiii考 無文
14 

折縁鉢

山 1111 法腿 口 径7. 8cm 底径4. 2cm 器高2. 0cm 胎 土 微砂 雲母 石 英 長 石 小石 色調 暗灰 白 色
1 5  

‘常滑 法屈 4. 7cm x 5. 0cm 駆0. 9cm 備考 周緑は打ち 欠 き と 部分的な研磨
16 

円 板

鐙 瓦 法屈 外区幅1. 4cm 男瓦部原2. 0cm 男 瓦 部 凹 面 黒色微砂 多 鼠 に付着 糸 切 痕 凸面縄 目 叩 き を 縦位 ナ
1 7  

デ 胎土 橙灰色 白 色粒 含む粗土 色調 橙灰 白 色

宇瓦 法批 瓦 当厚3. 2cm 顎部輻2. 2cm 胎 土 暗灰色 雲 母 を 多 く 含む粗土 色調 暗灰 白 色 製作技法 瓦 当
1 8  

剣 頭 文 貼 付 け 備考 凸線の下 き 向剣頭文界線 な し

漆器 低部～イ本部片 法 屈 底径7. 1 cm 備考 黒漆地 に 朱漆 で 簡 略 化 さ れ た 「菊花文」 （又 は御所車の “ 車輪文”

1 9  
椀 か ‘‘ 日 輪文 ” か ？ ） を 外面 と 内 底 面 に のみ手描 き す る

木製品 法批 径7. 2cm 厚0. 7cm 備考 内外面に黒漆 と 思わ れ る 付着物 あ り
20 

曲物底

21  
木製品 法彊 径19. 2cm 厚0. 7cm 備考 周縁が斜め に 面 取 り さ れ、 側面観が台 形 を 呈す 物 質 は不 明 だが底板面

曲物底 に 茶褐色 の物が付着

木製品
22 

法鼠 径9. 9cm 原0. 8cm 孔径1 . 2cm 備考 周縁は刃物 （小刀） に よ る 荒い削 り で面取 り を 施す

itll物盗

表 3 溝 2 出土遺物観察表 ( 1 )
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23 
木製品 法 骰 長 14. 2cm 幅 ( 13. 7cm) 厚0. 7cm~O. 9cm 備 考 漆 製 品 を 作 る 際 に 塗師が使っ た も の と 考 え ら れ、 先

漆刷毛 端部分 に 多 く 漆が付着 毛 の 部分 は な い

木製品 法散 長20. 7cm J厚0. 35cm 備 考 斜 め 方 向 に ワ ラ を 巻 い た 時 の痕跡あ り
24 

板難履

木 製 品 法批 長23cm 厚 0 . 3 cm 1,m 考 斜 め 方 向 に ワ ラ を 巻 い た 時の痕跡あ り
25 

板華履

木製品
26 

法屈 残長18. 2cm 幅0. 6cm

木 製 品
2 7  

法漿 長2 1 . 2cm 幅0. 5cm 

木製品 法賊 長23. 8cm 幅0. 7cm 
28 

図 1 1

鉄製品 法屈 長6. 2cm 0 .  35cm x 0. 3cm 
29 

銅 製 品 法撒 径2. 2cm 釘穴0. 3cm-O. 5cm 備 考 青銅製 表 面 に 菊 花 と 業 を 毛刻 り
30 

釘 I低

銭 法批 径2. 4cm 楷書 固 初鋳 62] 年
3 1  

開元通宝

表 4 溝 2 出土遺物観察表 ( 2 )

図 1 2 種 類 法誠 せ い け い 胎 土 素 地 色調 釉薬 備考

か わ ら け
1 

法批 口 径9. 6cm 底径7. 8cm 器高 1 . 8cm せい け い 手づ く ね 胎土 微砂 白 針 色 調 褐色

か わ ら け 法盤 口径9. 6cm 底径8. 0cm 器 高 1 . 9cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 赤色粒 色 調 暗灰 白 色
2 

か わ ら け 法屈 口 径9. 5cm 底径8. 3cm 器 高 I . 9cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 雲 栂 白 針 赤 色 粒 白 色
3 

粒 色調 II音灰 白 色

か わ ら け 法絨 口 径9. 5cm 底径8. 4cm 器高2. 0cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 白 針 色調 灰 白 色
4 

か わ ら け 法屈 口 径 13. 0cm 底 径 ］ 0. 4cm 器高3. 4cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 白 針 色 調 淡茶褐色
5 

か わ ら け 法祉 口 径 1 4. 0cm 底径12. 6cm 器 高2. 7cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 白 針 色 調 II魯灰 白 色
6 

青磁 素地 灰 白 色 緻密 釉 薬 淡黄緑色透明 備 考 櫛描文
7 

碗

青磁 素地 灰 白 色 堅緻 釉薬 灰緑色透明 備 考 割花文
8 

青磁 素地 灰 白 色 堅緻 釉薬 l隙 い 草緑色 備考 口縁下沈線か ら 櫛 描 文 か

碗

瀬戸 法 屈 底径10. 0cm 胎 土 灰 色 釉薬 淡灰緑色
1 0  

卸 ml

山 茶碗窯 法絨 底径14. 0cm 胎土 白 色 粒 多 祉 色 調 Il裔灰色
1 1  

捏鉢

表 5 溝 3 出土遺物観察表
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屈1 1 3 種 類 法址 せ い け い 胎土 素地 色調 釉薬 備考

かわ ら け 法屈 口径8. 8cm 底径6. 0cm 器 高 1 . 7cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 色 調 lllL色
1 

かわ ら け 法試 口 径9. 4cm 底径7. 3cm 器高1 . 9cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 赤 色 粒 白 色粒 色調 II音灰
2 

褐 色

かわ ら け 法絨 口径8. 9cm 底径7. 2cm 器高2. 1cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 白 針 色調 II音茶灰褐色
3 

かわ ら け 法批 口径13. 2cm 底径9. 5cm 器高3. 4cm せ い け い ロ ク ロ 胎 土 微砂 赤色粒 色 調 淡赤灰色
4 

かわ ら け 法醤 口径12. 3cm 底径6. 4cm 器高3. 5cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 白 針 色調 暗 茶灰色
5 

かわ ら け
6 

法祉 口径13. 3cm 底径7. 9cm 器高3. 1 cm せ い け い ロ ク ロ 胎士 微砂 赤色粒 色調 淡茶灰色

かわ ら け 法撒 口 径8. 8cm 底径6. 8cm 器 高 I . 6cm せ い け い 手 づ く ね 胎土 微砂 赤色粒 色 調 赤灰色
7 

かわ ら け
8 

法拡 口径9. 0cm 底径6. 3cm 器 高 1 . 7cm せ い け い 手づ く ね 胎土微砂 赤色粒 色 調 II音灰 白 色

かわ ら け， 法祉 口 径9. 4cm 底径7. 8cm 器 高2. 3cm せ い け い 手づ く ね 胎土 微砂 色調 II音赤灰色

かわ ら け
I O  

法品 口 径 9 . 4 cm 底径 7 . 7 cm 器高 2 . 0 cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 赤色粒 色調 淡

赤灰色

か わ ら け 法砿 口径12. 2 cm 底径1 1 . 7 cm 北的高 3 . I cm せ い け い 手づ く ね 胎 土 微砂 小石 色調 赤灰
1 1  

色

かわ ら け
12  

法批 口 径12. 7 cm 底径10. 5 cm 器高 3 . 3 cm せ い け い 手づ く ね 胎土 微砂 赤色粒 色調 淡

赤灰色

かわ ら け
13 

法拡 口 径 1 2. 8 cm 底径 9 . 9 cm 器高 2 . 7 cm せ い け い 手づ く ね 胎 土微砂 赤色粒 色調 灰 白

色

青磁 口縁～イ本部片 素地灰 白 色 緻密 釉薬 黄緑色 透 明 備考 内 而 訓 花 文 外而 櫛描文
1 4  

碗

青磁 体部片 素地 灰 白 色 緻密 釉薬 淡緑色 失透 備 考 酒会壺片か ？
1 5  

壷

白 磁 低部～1本部片 法屈 底径 5 . 2 cm 索地 白 色 緻密 釉薬 淡灰青色 透明
16  

口刀Jlll

黄釉 低部片 素地 長石粒多 い粗土 粘質 釉薬 淡黄緑色
17 

盤

18 
瀬戸 口縁部片 胎 土 明灰色 釉 薬 灰 釉 を 隙 く ハ ケ 塾 り

折縁鉢

1 9  
瀬戸 低部片 法批底 径 4 . 1 cm 胎土 黄味灰 白 色 やや緻密 釉薬 鉄釉

天 目 茶碗

瀬戸 低部～イ本部片 法糾 底径 9 . 2 cm 胎土 黄味灰 白 色 微砂 釉薬灰釉 を 池 く ハ ケ 途 り 備考 内 底 に 印
20 

折縁鉢 花文

21 
山 茶碗窯 口縁～体部片 胎土 白 色 粒 多 絨 に 含む 色調 II音灰色 備考 口縁部 内 面 に緑灰色の 自 然釉

捏鉢

22 
山 茶碗窯 低部～イ本部片 胎 土 白色粒多批 に含む 色 調 灰色 備考 貼付 け 高 台

捏 鉢

表 6 遺構外下層 出土遺物 ( 1 )
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‘iit滑 口縁部片 胎土 砂粒 小石 色 調 橙色
23 

捏鉢

24 
常滑 肩 部片 胎土 小石粒や や 少 な い 色調 赤銅色 芯部 灰黒色 備 考 ll|] き 車輪文か

一玖必9 ; 

常滑
25 

口縁～頚部片 法撒 縁帯幅 I . 9cm 胎土 長石 小石粒 色 調 Il音灰褐色 降灰茶褐色

鐙瓦
26 

法屈 瓦 当 径 ( 1 5. 3cm) 内 区 径 (8. 8cm 中 房 径3. 3cm 蓮子数 1 + 8 外区幅 (3. 3cm) 男 瓦 部厚2. 2cm

蓮 華 文 胎 土 灰色 白 色粒 雲栂 を 多 く 含むが良土 色調 灰黒色 備考 八菓複弁蓮華文 永福寺創建瓦 と 同箱

宇瓦
27 

法拡 瓦 当原3. 2cm 上外区原0. 9cm 下外区厚I . 1 cm 女瓦 部原2. 0cm 顎 部 幅2. 3cm 胎 土 白 色 小 石

剣頭文 赤色粒 を 多 く 含む粗土 色 調 灰 白 色 製作技法 瓦 当貼付け 備考 凸線の上 き 向剣頭文 上下 に界線

永福寺 皿 期瓦 と 同抱

女瓦 法屈 厚2. 0cm 凹 而 細 か な 布 目 痕 を 丁 寧 な 縦 位 ナ デで ス リ 消す 凸 面 縦位縄 目 叩 き 離 れ砂打 ち 込 ま れ
28 

る 胎 土 砂粒含むが精良土 色調 灰黒色 備 考 永福寺創建瓦 と 同種

女瓦
29 

法砒 原1 . 7cm - 1 .  9cm 凹 面 布 目 痕 凸 而 縄 目 叩 き 胎 土 砂粒 を 含 む が良土

色調 灰褐色 焼成堅級 備考 今小路西辿跡出 土の古代瓦 と 類似 （ 一枚作 り ）

女瓦 法砿 厚2. 0cm 凹 面 離れ砂付着 凸而 縄 目 1l|l き 胎 土 砂粒 を 含むが良土
30 

色調 II音灰色 備考 凹面の上方 と 端面 、 1111l 面 に 多 数の切擦痕 を 残す 砥石に使用 か ？転用砥石

か わ ら け 法屈 径4. 2cm 厚0. 6cm 備考 円板状 中 央 に 小孔かわ ら け底 部 を 加 工
31 

円 板

表 7 遺構外下 層 出 土遺物 ( 2 )

図14 種 類 法砧 せ い け い 胎 土 索 地 色調 釉薬 備考

かわ ら け 法 屈 口径6. 1 cm 底径4. 5cm 器 高 I . 9cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 白 針 赤色粒 色調 赤褐色
1 

か わ ら け 法屈 口径6. 6cm 底径5. 0cm 器 高 I . 9cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 白 針 赤色粒 色調 赤灰色
2 

かわ ら け 法凪 口 径10. 7cm 底径6. 1 cm 器高2. 9cm せ い け い ロ ク ロ 胎土 微砂 赤色粒 色 調 赤灰色
3 

漆器 法 屈 口径9. 9cm 底径1 . 9cm 器 高2. 9cm 備 考 文様な し 全面朱漆 （小豆色） 黒漆地 に 薄 く 朱漆 を 塗
4 

椀 る し っ か り し た輪高台

漆器 法屈 口 径 1 1 . 1 cm 底径5. 8cm 器高3. 3cm 備考 外底の 高台内 に黒漆で文字一字 を 記す 全面朱漆 （ か な
5 

椀 り 赤味が強い ） 黒漆地 に 薄 く 朱漆 を 途 る

表 8 遺構外上層 出土遺物
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第四章 ま と め

本 遺跡 は、 鎌倉時 代 中 期 ～後期に執権北条泰時や 時 頼 らの 正 邸の あ った場所 と も、 いわ ゆる 若宮大路

の 幕府 と もいわれる「北条小町邸跡 （ 北条泰時 ・ 時 頼邸跡 ）」 の遺跡の 南に 隣接する 宇津宮辻子幕府跡
(1225 年 ～12 36年 ） の推定 地内 （遺跡 台帳による ）、 若宮大路沿いに面し た ほ ほ中 央に 位置し ている。

宇津宮辻子雅府 と 言われる 、 その 辻子の 位置につい ては 今日の 宇津宮稲荷に 入る 雪 ノ 下 カ ト リ ッ ク 教 会

南側の 小径 をあてる 説が 有力になっている 。 御所本 体は 若宮大 路に面していな かった らしいこ と が 御所
移転に と もなう 『吾妻鏡』 の 記 事か ら推定され て おり （松尾 1992 、 第 一章の 引 用文献を 参照 ）、 東西

は 若宮大 路 と 小町大 路に 挟 まれ、 清 川 病院北側の 道路から 教会南側 までの 現地形に残る 区 画内のどこ か
に存在し た 事は 間違いなさ そ うである 。

今回報告分は、 国庫補助にかかる 部 分を 調壺の 対象 と したもので、 極めて 狭い範囲では あ ったが、 調

査 区西端に南北に 走る 溝 を（ 少 なく と も2 時 期以上 ） が検 出された 。 この 南北溝は、 現 在 まで若宮大 路

沿いでの 発掘 調査 で確認されている大路側溝 と 、 位置、 規模等の点 か ら みて、 大路側溝 と 考え て ほ ぼ間

違いないであろう 。 現 在 までの 発掘 調査 で検 出 された大路側溝は、 い ずれもしっ かりした構築方法 を と

って おり、 溝低部 か らは等 間隔の ホ ゾ穴の ある土 台材が 発見されている。 し かしなが ら 本溝からは、 他
地点で み られたような土 台材は確認 で きな かった。 宇津宮辻子稲府推定 地区域内での 発掘 調査 は、 今 ま
での と ころ清川 病院北西部（ 図15 ー 事 例1) と 教会南部 （ 同図 事 例2 ) と で広い 範囲で 実施され、 本 調

査 地東方で （ 同図 ー 事例 3) と 小町大 路沿い 地点 （ 同図事例4 ) と で小規模の 例があり、 本 調壺地点 を

含めて5 ケ 所の 地点 で 実施され ている。 以下、 各調壺地点 事例の概要 を 記し、 本 調査 地点 との 対比 を 行
って ま とめにかえたい 。

く 事例1 . 清 川 病院 地点 ・ 小町二丁 H 366番1 他 ＞
近世の 削平（ 地表より 1m) により 中 世生活面での遺構確認 はされ て お らず、 中世地山上には 宝永年

間 (18世紀初頭 ） の 富士山 噴火に 伴 う 火山 灰が認め られ、 その上部には 近世に お ける 水 田 床土 が 厚く堆

積し ていた 。 検 出 した逍構は 若宮大路の 東側溝、 そ こに流入する直交方向の 溝や 何棟かの 小規模な 掘 立
柱建物跡 、 塀ら し き柱穴列があっ て、 井戸も20基 と 多 く 検 出されている。 出土 遺物か ら年 代 を 考える と

1 3世紀中 頃から1 5世紀初頭に 位置付け ら れるが、 逍構の 主体は 鎌倉時代後期で 幕府の あった時 期 までは
遡 ら ないものが ほ と んどである 。 い ずれの 事 例も 幕府そのものについては 明 ら かにな らな かったが、 考

え方を変えれば 暮府の北端部はあ まり 利 用され ていない 地域であったの かもしれない。

く 事 例2 . 本 調査 地東方地点 ・ 小IIIJ二丁 目 354 番1 2外 ＞
カ ト リ ッ ク 教会北方に 位置した場所で、 1 3世紀前葉か ら 14 世紀前半にわたる2 次期の 生活面 と そ れに

伴う遺構が確認され ているが、 主体は1 3世紀前半の もの で 幕府が存在した 鎌倉時 代前期 まで 遡り そ うで

ある。 検 出 した遺構は 多数の 柱穴 と 井戸や士堀、 調査 区 中央で 東西方向の 塀跡 がある 。 塀跡 は 幅80cm程
の 布掘 り 状の掘 り方 をも ち、 底面 に 一 辺 約60cmの方形柱穴が 120cmの 間隔で 配されたもの で、 一般の屋
敷内 を区画するような 塀や 柵 など と は 異 なる大が かりな 規模 を 有している。

- 237-



口D
 

口

口
／
 

口〗

／

旧

ロ

四 皿

m 皿

m 団

皿 皿

111

III

_ -
[

m[J

ス ケ ー ル 1000 

図1 5 宇都宮辻子幕府の調査地点事例

-238 -



く 事例 3 . カ ト リ ッ ク 教会地点 ・ 小町二丁 目 354番 2 >

若宮大路 よ り や や 東 に 入 っ た場所に位置 し 、 2 次 期 の 生活面が確 認 さ れ た 。 1 面 の 遺構 は 、 道路状遺

構 ・ 溝状遣構 • 土城 ・ かわ ら け溜 ま り 数 ケ所で、 年代 は 出 土遺物 か ら 14世紀前半 と 考 え ら れ る 。 2 面 の

遺構 は 、 中世地 山 面 上 で掘 立柱建物 9 棟 ・ 柱 穴 列 ・ 橋脚 ・ 溝状遺構 • 土城 • 井 戸 19甚 ． 柱穴 多 数 を 検 出

し た 。 若宮 大路東側溝 は 後世 の 撹乱 に よ り 発見 さ れ な か っ た が、 鎌倉時代前期 の 柱 間 数 が 5 ~ 6 間 と い

う 大型 の掘 立柱建物跡 と 建物 を 繋 い だ渡廊 を 想起 さ せ る 柱 穴列があ り 、 建物の軸方位 は ほ ほ一 定で、 大

規模 な建物 を と も な う 場所で あ っ た と 考 え ら れ る 。

く 事例 4 . H 蓮辻説法碑前地点 ・ 小町二丁 目 389番 1 > 
小 町 大路 に 面 し た 場所 に 位置 し 、 こ の遺跡の南 は幕府か ら 裔業免 許 を 得 て い た 「小 町」 の推定地 で も

あ り 、 往 来 の 多 い 繁華 な場所で あ っ た 。 中 世 は 本調 査区 が 5 面 ( 1 3世紀前 築 ～ 1 5世紀前半） に わ た る 生

活面か ら 掘立柱建物 • 井戸 ・ 土堀 ・ 溝 ． 柱 穴 列 と 多 数の柱穴、 ま た 小 町大路確認 ト レ ン チ か ら は現小 町

大路 よ り 西へ約6. 5 m の所で大路側溝西肩 と 思 わ れ る 落 ち 込み が確認 さ れて い る ( 1 5世紀前半頃） 。 検 出

し た 遺構 の 軸方位や遺物 な どの特徴か ら 4 期 に 分け ら れ る 。 1 期 は 1 3世紀前半か ら 中 頃 で 中 世 地 山 上面

か ら 現小 町大路 に 平行 し た柱通 り 方 向 の掘 立柱建物や 井 戸状遺構が調壺区 西側 に 寄 っ た位置で確認 さ れ

た 。 13世紀後半の 2 A 期 も 建物 の 位 置 関係 は 1 期 を 踏襲 す る が、 現若宮 大路 に ほ ぽ平 行 し た柱通 り の掘

立柱建物、 士城が検出 さ れ、 1 3世紀後半～ 14世紀前半 の 2 B 期 は建物方向 も 2 A 期 に 近 い柱通 り を 示す

が、 建物主軸 が東西位で位置 も 小 町大路側 に 進 出 し て い る 。 3 期 は 1 5世紀前半 で遺構 は現小 町 大路 の 軸

方位 に 大 き く 変化す る 。 小 型 の 掘 立柱建物 l 棟 • 井戸 ・ 土堀 ・ 溝 が主体で、 こ の 時期 こ こ は 町屋 的 な 様

相 の場所で あ っ た と 考 え ら れ る 。

以上 の よ う な 事例 か ら 、 宇津宮辻子幕府推 定地内 の 様相が、 若 千 で は あ る が見 え 隠れ す る の で は な い

だ ろ う か。 大雑把 な 見方 を す れ ば、 若宮大路沿 い で は 近 世 の 削 平が著 し い が、 東へ入 る に 従い若宮大路

に平行す る 建物 、 大路側溝 に 直行す る 東西溝、 ま た 小 町大路に平行 し た 建物 等 が 目 立 っ て く る 。 本調資

地点 は 、 近 恨水 田 耕作土 の 削 平 を 受 け 、 宝永の 火 山灰 の 下 か ら 所謂 大路側 溝 を 検 出 し た 。 こ れ は 事例 l

と か な り 類似点 を も ち 、 本地点の遺構が、 事例 l で確認 さ れ た 大路東側溝 に 続 く 可能性 を 指摘で き よ う 。

事例 4 で は現小 町大路 に 平 行 し た 西側 溝 の 肩 が確 認 さ れ 、 当 時 の 町割 の 区画 が現在 と 大 き く は 変 化 し て

い な か っ た と 考 え ら れ る 。 し か し事例 l の掘立柱建物 • 井戸 な どの遺構 は 概 し て鎌倉時代後 期 の も の で、

幕府が存 在 し た 時期 ま で は遡 ら な い よ う で あ る 。 本地点 を 含 め 宇津宮辻子幕府 の 存在 そ の も の を 示 す 明

確 な 遺構 を 確認す る こ と がで き な か っ た が、 御所本体 は若宮大路 に 面 し て い な か っ た と の推 定 も な さ れ

て お り 、 両事例 と も こ の 時期 の 遺構がす く な い の は 中 世 地 山 の 著 し い 削 平 に よ る 原 因 ばか り で は な さ そ

う で、 幕府の北端 は 余 り 利用 さ れ な い場所であ っ た の か も し れ な い 。

と こ ろ が若宮大路か ら 東 に 入 る 場所 に 位置す る 事例 2 · 3 か ら は 、 鎌倉時代前期 を 中心 と し た 遺構が

検出 さ れ て い る 。 事例 2 は 調壺範囲 も 狭 く 、 建物 の 規模 を 把握す る に は 至 ら な か っ た が 、 一般的 な武家

屋敷内 に み ら れ な い 立 派 な 東西 方 向 の塀跡が確 認 さ れ て い る 。 事例 3 か ら は柱 間 数 5 間以上、 整 然 と し

た 配置 を も っ た 大型 の 掘 立柱建物が検出 さ れ て お り 、 事例 2 と と も に 幕府 の 存在 を 示唆す る 遺構か も し

れ な い 。 宇沖宮辻子幕府 は 若宮 大路 と 小 町大路 に挟 ま れ た 、 現在 の 地 形 に 残 る 区 画 内 の ど こ か に 御所本

体があ っ た事 は 間違 い な さ そ う で あ る 。 『吾妻鏡』 の 記 事 に は 御 所 の 移 転 に 際 し て 「礎 を 据 え る 」 と い

う 記載が散見 し て お り 、 御所の主要な建物 は礎石建物 で あ っ た こ と が予想 さ れ る が、 こ れ ら の 事例 で は

礎石建物が検出 さ れて お ら ず 、 宇津宮辻子幕府跡の解 明 は ま だ ま だ将来 の 課題で あ ろ う 。
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宇津宮辻子硲府跡の花粉化石

鈴木 茂 （パ レ オ ・ ラ ボ ）

鎌倉市小町二丁 目 に 所 在す る 宇津宮辻子幕府跡遺跡 に おいて行われた発掘 調査で、 いくつかの 溝が 検
出された 。 このうち、 若宮大 路に 沿って 検 出された 溝 と 、 そ れよりや や 奥か ら 検 出された溝を埋積して
い る 堆積物について 花 粉分析を 行った 。 時 代は 出土 遺物か ら13 世紀中業 と 考え ら れて おり、 この 頃は 幕

府の 実権が北条氏に移り、 鎌倉が最も 栄え る 時 代を 迎えよう と してい る 時 期 であ る 。 こうした 鎌倉の 繁

栄に 際して 逍跡 周 辺の 植生は大 き な影 響をうけたこ と が 予想され、 花 粉分析より そ うした 様相について
明 ら かに な るこ と が 期待され る 。

1 . 試料

花 粉分析用 試料について、 若宮大 路に 沿って 検 出された溝2 では、 調査区南墜より柱 状 で採 取し、 実

験室 内 であ ら ためて土 相観察を 行って後、 7 点採 取し、 試料 と した（ 図l ） 。 また、 この 側溝2 か ら 2

~3 m奥より 検 出された溝l については、 調査区北墜より ス ポ ッ ト で採 取した9 点を 試料 と した（ 図l ) 。

以下に 試料を採 取した 各土層（ 中 戦 ） について 記 載を 示すが、 層位番号は遺跡 より 頂いた セ ク シ ョ ン図
に 記されていたもの を使用した 。

a . 溝2 (試料番号1 ~ 7 )  

E層は 褐色を 帯 びた 黒灰 色の 砂質粘土 （ 試料1 ) で、 その上位の D層は 近世の 水田層 では ないか と 考

え ら れてい る、 泥岩（ 土 丹 ） 混 じりの 黒灰色砂質粘土 であ る 。 I層も褐色を 帯 びた 黒灰 色の 砂質粘土 で
あ るが、 や や シ ル ト 質 で、 大 型の レ キが 点 在してい る（ 試料2 ) 。 N層も 褐 色を 帯 びた 黒灰 色の 砂質粘
土 であ るが、 上位の I層より 明 るい（ 試料3 ) 。 下位の 0層は 暗灰色の 砂 レ キ層 であ る 。 P層は上部の

黒褐色有 機質粘土 （ 試料4 、 5 ) 、 中部の 明灰色 シ ル ト（土 丹の 風 化土 ？ ）、 およ び下部の 黒褐色（ 有 機
質 ） を 斑 状 に 含む 暗灰色砂質 シ ル ト（ 試料 6 ) に細分され る 。 Q層は 青色を 帯 びた 暗灰 色の 砂質 シ ル ト

で、 黒褐色の有機質粘土 が 混 じり 、 貝 殻片が 含 まれ る（ 試料 7 ) 。 R層は 黒 褐 色の シ ル ト 質砂 で、 縦方
向に根様の 植物遣体が み ら れ る（ 地 山 ？ ） 。
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図 1 試料採取地点付近の土層断面図 と 試料採取層準
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b . 溝l （ 試料番号8 ~1 6) 
1 6層は 黒灰色 の砂質粘土 （試料8 ) で、 そ の上位の13 層は 近世 の水田層 と 考えられている 暗褐色の砂

質粘土 で 、 さらに上位の 7層 と の境界部には 富士宝永テ フ ラ ( H - F o) が レ ン ズ 状 に 観察 される。 18

層は 黒灰色の砂質粘土 ～ シ ル ト で 、 土 丹が多く 含 まれている（ 試料9)。 19層は 黒灰色 の砂質粘土 で 、
貝 殻 の小片が散 在している （試料10)。 23層は 黒灰 色 の 粘士 質 の砂 レ キで 、 貝 殻 の小片が散 在して おり、
大型 の土 丹が点 在している （試料1 1 ）。 また 、 下位 と の境 界部には ク ス ノ キ（ 松 葉 （パ レ オ ・ ラ ボ）が
同定 ）の材片がみられる 。 28層は、 上 ・ 中 ・ 下部に 別れ 、 そ の う ち上部は 黒褐色 の砂質粘土 で 、 貝 殻小

片が少し みられる（ 試料12)。 中部は 黒灰色 の粘土 で 、 軟らかく 、 粘性 が高い（ 試料13 )。 下部は 黒灰褐
色 の 粘土 で、 軟らかく 、 さらに 粘性 が高くなっている （試料14 )。 また 、 側溝部を 離れ た 地点 に お ける

23層の 下位は地山層 と なって おり 、 黄灰色の砂 レ キ の 下位に、 黒灰褐色の砂質泥炭質粘士 （試料15 、1 6)

がみられ、 そ の 下位は 灰色 の砂 レ キ層 と なっている。 な お 、 試料15 、 1 6を 採取し た 砂質泥炭質粘土 より
木材遺体（ ト チノ キ と ア カ ガ シ 亜属 ） が検出 され 、 こ の木材遺体を 用いて 放射性 炭 素年 代測定 を 行っ た

結果、 2 , 890 士1 00 y r s .  B P .  ( P  L D -139) が得られ た 。

2 . 大型植物化石

溝l の23層 と 下位 の28層 と の境界付近 と 思われる層準より 植物遺体に 富む 粘土 塊が採取 され、 こ の植
物遺体について大型植物化石分析を 行っ た （ 吉 川 純子 さ んに 依頼）。 そ の結果、 樹 木類では ク ロ マ ツ の

業、 マ ツ 属 の種子 ・ 雄花序、 ス ギ の種子 ・ 雄花序、 コ ナ ラ 属殻斗片、 サ ン シ ョ ウ の内 果皮が検出 され た 。
また 、 草本 類では、 オ オ ム ギ近似種の穎果、 ハ ナ タ デ近似種 ・ ノ ミ ノ フ ス マ 近似種 ・ イ ヌ コ ウ ジ ュ 属 の

果実、 ア オ ッ ヅ ラ フ ジ ・ カ タ バ ミ 属 ・ ノ ブ ド ウ ・ ナ ス 属 ・ ヒ ョ ウ タ ン 仲 間 ・ メ ロ ン 仲 間 の種子が得られ

た 。

3 . 分析方法
上記した1 6試料について、 次 のよ う な 手順にし た がって花粉分析を 行っ た 。
試料（ 湿重約2 ~4 g ) を 遠沈管に と り 、 1 0％水酸化 カ リ ウ ム 溶液を 加え2 0分 間湯煎する 。 水洗後、

0.5 mm 目 の 飾にて 植物遺体などを 取り 除き、 傾斜法を 用いて 粗粒砂分を 除去する 。 次に4 6％ フ ッ 化 水素

酸溶液を 加え2 0分間 放置する。 水洗後、 重 液分離（ 比重2 .1 に 調整 し た 臭化亜鉛溶液を 加え 遠心分離 ）

を 行い、 浮遊物を 回収し、 水洗する 。 水洗後、 酢酸処理を 行い、 続けて ア セ ト リ シ ス 処理（ 無 水酢酸9
1 濃硫酸の割合の混酸を 加え3 分 間湯煎 ） を 行 う 。 水洗後、 残 液に グ リ セ リ ンを 加え 保存用 とする。 検

鏡は こ の残 泊より 適宜 プ レ パ ラ ー トを作成して 行い 、 そ の際サ フ ラ ニ ンにて 染色を 施し た 。

4 . 分析結果
検出 され た花粉 ・ 胞子の分類群数は、 樹 木花粉5 0、 草本花粉41、 形態 分類を 含 む シ ダ植物胞子3 の 総

計94 である 。 これら花粉 ・ シ ダ植物胞子の 一 覧を 表l に、 また 主要な花粉 ・ シ ダ植物胞子の分布を図2

（ 側溝2 )、 図3 （側溝1 ) に 示し た 。 な お、 これら の 分布図に お ける 樹 木花粉は 樹木花 粉総数を基数

に、 草本花粉、 シ ダ植物胞子は 全 花粉 ・ 胞子総数を基数 と して 百分率で 示してある 。 表およ び図におい
て ハ イ フ ンで結んだ分類群は、 それら 分類群 間 の区別 が困 難なも のを 示し 、 ク ワ 科 ・ バ ラ 科 ・ マ メ 科の

花粉は 樹木 起 源 と 草本 起 源 のも の と がある がそれぞれに 分ける こ と が困 難な ため便宜的に 草本花粉に 一

括して 人れてある。 また 、 花粉化石の 単体標本 （花粉化石を 一個体抽出 して作成し た プ レ パ ラ ー ト ） を
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表 1 宇都宮辻子幕府跡遺跡の産出花粉化石一覧表

和名 学名

南 壁
若 宮 大 路 m11 溝 2

北 壁
若 宮 大 路 側 溝 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6  

樹木
マキ屈
モ ミ 辰
ッ ガ属
ト ウ ヒ 届
マ ツ 屈1�維管束亜瓜
マ ツ 底複維管束亜辰
マ ッ 属 （ 不 明 ）
コ ウ ヤ マ キ 属
ス ギ
イ チ イ 科 ー イ ヌ ガヤ科 ー ヒ ノ キ 科
ヤナギ属
ヤ マ モ モ 属
サ ワ グル ミ 底 ー ク ル ミ 属
ク マ シ デ 底 ー ア サ ダ辰
ハ シ バ ミ 属
カ バ ノ キ 属
ハ ン ノ キ属
プナ底
コ ナ ラ 底 コ ナ ラ 亜屈
コ ナ ラ 辰 ア カ ガ シ亜属
ク リ 属
シ イ ノ キ底 ー マテ バ シ イ 底
ニ レ 底 ー ケ ヤ キ 底
工 ノ キ属 ー ム ク ノ キ 属
カ ツ ラ 辰
シ キ ミ 属
フ ウ 属
サ ク ラ 底近似種
サ ン シ ョ ウ 辰
キ ハ ダ 底
ユ ズ リ ハ駁
ウ ル シ屈
ニ シキギ科
カ エ デ辰
ト チ ノ キ属
ム ク ロ ジ 属
プ ド ウ 底
シ ナ ノ キ 属
サ カ キ 属 ー ヒ サ カ キ属
ジ ン チ ョ ウ ゲ 科
グ ミ 属
ウ コ ギ科
ミ ズ キ屈
エ ゴ ノ キ 属
イ ボ タ ノ キ 屈
テ イ カ カ ズラ .iii
ム ラ サ キ シ キ プ屈
ク サ ギ巌
ガ マ ズ ミ 属

Podocarpus 
Abies 
Tsuga 
Picea 
Pinus subgen . 1/ap/oxylon 
Pinus subgen . Dip/oxy/on 
Pin us ( Unknown) 
Sciadopi tys 
Cryptomeria japonica D .  Don 
T .  - C 
Salix 
Myrica 
Pterocarya-Jug Jans 
Carprnus - Ost rya 
Coryl us 
Betula 
Al nus 
Fagus 
Quercus subgen . Lepidobalanus 
Quercus subgen . Cyclobalanops1s 
Castanea 
Castanopsis - Pasania 
Ulmus - Zelkova 
Gel tis- Aphanan the 
Cercidiphyllwn 
Illiciwn 
Liquidambar 
cf. Prunus 
Zan tlwxy 1 um 
Phel lodendron 
Dap/wipby 11 wn 
Rhus 
Celastraceae 
Acer 
Aesculus 
Sapindus 
Vi tis 
Tilia 
Cl eyera-Eurya 
Thymelaeaceae 
Elaeagnus 
Araliaceae 
Cornus 
Styrax 
Ugustrum 
Trachelospermum 
Cal licarpa 
Clerodendron 
Viburnwn 

印本
ガマ底 Typba 
ヒ ル ム シ ロ 属 Po lamoge Lon 
サ ジ オ モ ダ カ 属 Alisma 
オ モ ダカ 屈 Sagi l laria 
イ ネ 科 Grarnineae 
ヵ ャ ッ リ グサ科 Cyperaccae 
ツ ユ ク サ属 Co1nmeli11a 
イ ポ ク サ底 仰eilema
ミ ズ ア オ イ 底 Honoc/wria 
ユ リ 科 L i  I iaceae 
ク ワ 科 Moraceae 
ギ シ ギ シ 辰 Rumex 
イ プキ ト ラ ノ オ 節 Polygonum sec t .  Bistorta 
サ ナ エ タ デ節 ー ウ ナ ギ ッ カ ミ 節 Polygon um sec t .  Persicar ia-Echinocaulon 
イ タ ド リ 節 Polygonum sec t .  Reynoutria 
ソ バ 属 Fagopyrum 
ア カ ザ科 ー ヒ ユ科 Chenopodiaceae - Amaranしhaceae
ナデシ コ 科 Caryophy l laceae 
カ ラ マ ッ ソ ウ 底 Thalic lrum 
他 の キ ン ポ ウ ゲ科 other Ranunculaceae 
ア プ ラ ナ科 Cruci ferae 
ユ キ ノ シ タ 科近似種 c f .  Saxi fragaceae 
ワ レ モ コ ウ 属 Sanguisorba 
他 の パ ラ 科 other Rosaccac 
ノ ア ズキ属 Dunbaria 
他のマ メ 科 o ther Legurninosae 
ト ウ ダ イ グサ科 Euphorbiaceae 
ミ ソ 9ヽギ辰 Ly thrum 
ア リ ノ ト ウ グ サ属 1/aloragis 
セ リ 科 Umbel l  i ferac 
シ ソ 科 Labiatae 
ナ ス 辰近似種 cf. Solanum 
オ オ バ コ 屈 Plantago 
オ ミ ナ エ シ 属 Pa tr inia 
ツ リ ガ ネ ニ ン ジ ン 屈 ー ホ タ ル プ ク ロ 底 Adenophora - Campanula 
キ キ ョ ウ 属 Pla tycodon 
ミ ゾ カ ク シ属 Lobel ia 
ベニ パナ底 近似I'll cf. Carl/1an1us 
ヨ モ ギ属 Ar lemisia 
他の キ ク 亜科 olber Tubu l i f l orac 
タ ン ボポ亜科 Li郡Ii florae 

2 2 3 4 3 3 I I I 
5 2 2 7 3 1 9  1 6  

2 7 4 ， 2 6 ， 3 12 1 4 
4 4 1 
l 1 1 1 

132 54 96 14 2 9 206 99 73 41  ， 5 4 
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Monolele spore 
Tei lelc spore 
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Spores 
Total Pollen & Spores 
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1 - -
l - -

l 
23 119 288 424 102 161  - 2 
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4 21  10  - 8 
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188 135 183 98 126 144 150 275 205 183 181 188 139 208 208 213 
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T .  - C . はTaxaceae-Cep�aJo laxaceae-Cu pre saceaeを示す
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作成し、 各々に PLC.SS 番号を 付し、 形態 観察用 およ び保存用 と した 。
a) 溝2 (図2 )

検 鏡の 結果、 樹 木花粉の 産 出傾向から2 つの花粉化石群集帯、 下位より2 - I 、 2 - II を 設定 した 。

花粉帯2 - I （試料4 ~ 7) は 草本花粉の 占める 割合が90 ％前後 と 非常に 高くなっている 。 少ない 樹
木類の 中では ス ギが40 ％ と 高い 出現率を 示しているが、 上部では 急減している 。 次いで コ ナ ラ 属 ア カ ガ
シ 亜属が 多く、 10 ~20 ％の 出現率を 示し、 コ ナ ラ 属 コ ナ ラ 亜属や シ イ ノ キ 属 ー マ テ バ シ イ 属は5 ~ 10 %

で、 ク マ シ デ属 ー ア サ ダ属も上部に おいて 同 様の 出現率を 示している 。 また、 マ ツ 属複維管束亜属 （ ア

カ マ ツや ク ロ マ ツなどのいわ ゆる ニ ョ ウ マ ツ 類 ）が上部の 試料4 で 10 ％を 越えて検 出 されて おり、 増加
する 傾向を 示している 。 草本類では、 イ ネ 科が50 ~ 60 ％ と 高い 出現率を 示して最優 占して おり、 ヨ モ ギ

属も20 ％前後 と 多く検 出 されている 。 その 他はいずれも 出現率が 低く、 カ ヤ ツ リ グサ科や ア カ ザ科 ー ヒ
ユ科が5 ％前後得られている 程 度で、 また、 水生植物の オ モ ダ カ 属や ミ ズ ア オ イ 属が 若 干検 出 されてい
る 。

花粉帯2 - II （試料 1 ~ 3 ) は ニ ヨ ウ マ ツ 類の 急増で 特徴づけられ、 最上部の 試料 l では 70 ％弱に 達

している 。 2 - I 帯で 多 産から 急減傾向を 示していた ス ギは さらに 減少し、 ア カ ガ シ 亜属も 同 様で あ る 。

また、 その 他 多くの 分類群についても 減る 傾向が みられ、 検 出 される 分類群数も 少なくなっている 。 草

本類では、 2 - I 帯で 多 産していた イ ネ 科や ヨ モ ギ属は 急減し、 検 出 される 分類群数も 樹木類 同 様に 少
なくなっている 。 反対に、 カ ヤ ツ リ グサ科や タ ン ポ ポ亜科が 増加して おり、 ア ブ ラ ナ 科も 同様の 傾向が

みられる 。
b) 溝l （図3 )

本地 点に おいても、 樹 木花粉の 産 出傾向から 花粉化石群集帯、 下位より 1 - I 、 1 - II 、 1 - IIIを 設

定 した 。

花粉帯 1 - I （試料15 、 1 6) は ス ギ、 ア カ ガ シ 亜属、 ニ レ 属 ー ケ ヤ キ 属の 多 産で特徴づけられる 。 そ

の 他、 モ ミ 属や イ チ イ 科 ー イ ヌ ガ ヤ科 ー ヒ ノ キ 科も 他 帯に比べや や 高い 出現率を 示している 。 草 本類は

検 出数が 少なく、 イ ネ 科や カ ヤ ツ リ グサ科などがわずかに みられるだ けで あ るが、 単条型の シ ダ類 胞子

が 多く検 出 されている 。

花粉帯 1 - II （試料1 1 ~ 14) は ス ギ、 ア カ ガ シ 亜属の 多 産で特徴づけられるが、 ア カ ガ シ 亜属は上部
に おいて 減少している 。 また、 ニ ヨ ウ マ ツ 類が上部の 試料1 1に おいてや や 高い 出現率を 示して おり、 急

増傾向の 始 まりを 示している 。 草本類では イ ネ 科が40 ~50 ％ と 高い 出現率を 示して おり、 次いで ヨ モ ギ

属が 多く検 出 されている 。 その 他、 検 出 数は 少ないが、 カ ヤ ツ リ グサ科、 ア カ ザ科 ー ヒ ユ科、 ナ デ シ コ

科、 キ ン ポ ウ ゲ科、 ア ブ ラ ナ科、 セ リ 科、 キ ク 亜科、 タ ン ポ ポ亜科などが 全 試料から 得られている 。

花粉帯 1 - III （試料8 ~ 10) は ニ ヨ ウ マ ツ 類の 急増で特徴づけられ、 最上部の 試料8 では 70 ％を 越え

ている 。 1 - II 帯で 多 産していた ス ギや ア カ ガ シ 亜属は 急減している 。 また、 試料10 に おいて エ ノ キ 属
ー ム ク ノ キ 属が 他の 試料に 比べ高い 出現率を 示している 。 草本類では、 や はり イ ネ 科が 高い 出現率を 示

しているが、 上部に向かい 急減している 。 次いで ア カ ザ科 ー ヒ ユ科が 多く検 出 されているが、 や はり上

部で 減少している 。 その 他、 ア ブ ラ ナ 科、 ヨ モ ギ属、 タ ン ポ ポ亜科が 1 ％を 越えて 得られている 。

5 . 宇津宮辻子幕府跡遺跡周辺の古植生
上記したように、 2 つの 側溝 と も ほ ほ同 様の 傾向を 示しているこ と から、 花粉帯を基に遺跡 周 辺の古

植生について 示す。
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a) 1 - I 帯

放射性 炭素年 代測定 、 2 ,890 士lOOyrs.BP ．から 本帯は、 縄文時 代後 ・ 晩期 頃 と推測 さ れ、 ス ギ林 ・ 照葉

樹林と ともに ニ レ 属 ー ケ ヤ キ 属などの 落菓広業樹林も 多 く 生育してい た もの と みら れる 。 他 地点の 分析
結果を みる と 、 縄文時代中期から 中世に かけての 佐助ヶ 谷遺跡 では ス ギ林が 優 勢で、 ア カ ガ シ 亜属や シ

イ ノ キ 属 ー マ テ バ シ イ 属を主体 と し た 照莱樹林も成 立してい た （鈴木 1993 b)。 また 、 放射性 炭素年
代 (44 10 土l lOy.B .P.( GaK -1 611 6)) から 縄文時 代 中 期 と 考えら れている 大倉雅府周 辺遺跡 の花粉分析
結果 （井戸 6) では、 ス ギ林 ・ 照業樹林に 加え、 モ ミ 属や ニ レ 属 ー ケ ヤ キ 属もや や 目 立 って検 出 さ れて

おり （鈴木 1993 a)、 今回の 分析結果と 同 様の 結果を 示している 。 この ように、 中 世以前の 宇津宮辻

子幕府跡 周 辺 は ス ギ林や 照葉樹林が優勢で あ り、 モ ミ 属 ・ イ チ イ 科 ー イ ヌ ガ ヤ 科 ー ヒ ノ キ 科 ・ ニ レ 属 一

ケ ヤ キ 属もこ れらに 交 じって 多 く 生育してい た もの と みら れる 。

b) 1 - II 帯 ・ 2 - I 帯
時 期 としては 出土 逍物 などから1 3世紀中葉と 考えら れているが、 この 時 期の 遺跡 周 辺 は 依然として ス

ギ林や 照葉樹林が 優 勢で あ り、 本帯の 終わり 頃には ニ ヨ ウ マ ツ 類が 増えは じめた と推測 さ れる。 また 、
側溝近 辺 では イ ネ 科や ヨ モ ギ属を主体に、 カ ヤ ツ リ グサ科 ・ ア カ ザ科 ー ヒ ユ科 ・ ア ブ ラ ナ 科などの 雑草

類が 生育してい た。 また 、 イ ネ 属型と みら れる 花 粉も 比較的 多 く 検 出 さ れて おり、 水 田 雑草を 含 む分類
群 （ オ モ ダ カ 属 ・ ミ ズ ア オ イ 属など ）もわずかでは あ るが検 出 さ れ、 場所については 不 明で あ るが、 水

田域に 生育する 植物の 花 粉も 多 く 含 まれている と 予想 さ れる 。

c) l - III 帯 ・ 2 - II 帯

この 時 期も1 3槻紀中菓と 考えら れているが、 明 瞭な 植生の 交代が みら れる。 すなわち、 そ れ まで優勢

で あ った ス ギ林や 照葉樹林に 代わり、 ア カ マ ツや ク ロ マ ツ といっ た ニ ョ ウ マ ツ 類が優勢となっ た 。 また 、

検 出 さ れる 分類 群 数も 減少して おり、 遺跡 周 辺 丘陵部では ニ ヨ ウ マ ツ 類が 大半を 占めるような 植生へ と

変貌し た と みられる 。 この 頃の 鎌倉は北条氏が 実権を 握り、 繁栄の 時期を 迎える 頃に あ た る 。 市内各地

で開発が 進み、 また 、 各遺跡で検 出 さ れる 木材造体の 多 く は ス ギで ある こ と からも推測 さ れるが 、 ス ギ
林の 多 く は 伐採 や 開発などで 大きな 影響をうけ た こ とが 予想 さ れる 。 こうし た 跡 地に ニ ョ ウ マ ツ 類が 侵

入し、 二次林を形成した と思われ、 今回の 分析結果も こうし た 様相を 示しているの で あ ろう 。
側溝近 辺 について みる と 、 イ ネ 科や ヨ モ ギ属主体から、 カ ヤ ツ リ グサ科 ・ ア カ ザ科 ー ヒ ユ科 ・ ア ブ ラ

ナ 科 ・ タ ン ポ ポ亜科が 増える 植生へと変化し た ようで あ る。 また 、 検 出 さ れる 分類群数も 樹 木 同様かな

り 減少している 。 時 代 的に 多 少ず れが あ る ためかも 知 れないが 、 若宮大路に 近い 溝2 の 方が上記の 傾向

が 強 く 示 さ れている 傾 向が見え、 都市化と ともに 側 溝近辺に おいては 除草などの 整備がよ く 行わ れるよ

うにな っ たの ではない かと思わ れる 。 また 、 草本花粉に おける上記のような変化は、 水 田に関係する 植

物の 影響が 少な く なっ た こ とにも 起 因している と 考えら れ、 これも 遺跡 周 辺 に お ける 都市化を 示してい

る と推測 さ れる。

このように、 1 3世紀中 葉以降の 繁栄と ともに植生に対する 干 渉が 強 く なり、 ス ギ林や 照葉樹林から 二

ヨ ウ マ ツ 類を 主体とし た 林へといっ た 変化からも 予想 さ れるように、 鎌倉の景観は 一変し た 。

6 . 他地点 と の対比
本遺跡 に おいて、 ス ギ林や 照葉樹林を主体 と した 森林から、 ニ ヨ ウ マ ツ 類への変化が 明 瞭に読み取れ、
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同 様の こ とがこれ まで行ってきた市内の 多くの遺跡 に おいても 示 され てい る 。 その う ち永福寺跡 では、
13 世紀初めころ までは ス ギ林や 照葉樹林が 優勢で あ るが、 13 世紀前半には 減少 しは じめ、 代わ っ て ニ ョ

ウ マ ツ 類が 増 加 し、 13 世紀後半には 多 産 し てい る（ 鈴 木 1996 a ） 。 また、 北条高時 邸跡 では 13 世紀前
半 まで ス ギ林や 照葉樹林が 優 勢で あ るが、 13 世紀後半には 激減 して おり、 ニ ョ ウ マ ツ 類は増え る 傾向に

あ る（ 鈴木 1996 b)。 この よ う に、 13 世紀前半頃を境 に植生が大 きく 代わ っ て おり、 今回の 分析もこ
の 頃の 周 辺 植生の 変化を 示 してい る と思われ る 。

時代につい て、 分析を 行 った側溝試料は出土遺物から 全般に 13 枇紀 中 葉 と 考えられ てい るが、 上記 し
たこ と から 考え る とも う 少 し 幅が あ るのでない か と思われ る 。 すなわ ち、 宇津宮辻子幕府跡 に 近い北条

泰時 ・ 時 頼邸跡 （ 雪 ノ 下 一丁 目33 7番 7) に おい ても 今回 と 同 様 と思われ る 溝が 検出 され て おり、 若宮

大路に 沿 う 溝8 およ び溝 7 に おい て ス ギを主体 と した 温帯針菓樹林 と 照業樹林の 優勢が 示 され、 この 溝
8の 下部が 鎌倉時代初期 ( 12槻紀末 頃 ？ ）、 溝 7 が 鎌倉時代初期から前期 ( 13 世紀 初 頃 ？ ） と 考えられ

てい る（ 鎌倉市教育委 員 会 1996、 鈴 木 1996 C)。 こ う したこ とや 先にも 記 したよ う に、 12世紀末 か

ら 13 世紀 初 頃に かけ ては ス ギ林や 照業樹林の 優勢が各遺跡 で 示 され ており、 今回の 側溝下部 ( 1 - II 帯
· 2 - I 帯 ） につい ても鎌倉時代初期の12惟紀末 から 13 世紀初 頃ではない か と花粉分析結果からは推測

され るの で あ るが、 い かがで あ ろ う か。
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図版 1 宇都宮辻子幕府跡遺跡の花粉化石

1 : マ ツ 励複維管束亜屈 PLC. SS 1 805 試料 2

2 : ト ウ ヒ 属 PLC. SS 1 8 1 4  試料 7

3 : ス ギ屈 PLC. SS 1 8 1 0  試料 7

4 : コ ナ ラ 属 ア カ ガ シ 亜属 PLC. SS 18 14  試料 7
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図版 2 宇都宮辻子幕府跡遺跡の花粉化石

5 : イ ネ 科 PLC. SS 1 8 1 1  試料 7

6 : ナ デ シ コ 科 PLC. SS 1821  試料1 1

7 : ア カ ザ科 ー ヒ ユ科 PLC. SS 1 823 試料1 1

8 : ア ブ ラ ナ 科 PLC. SS  18 1 5  試料 7

9 : セ リ 科 PLC. SS 1 8 1 6  試料10

1 0 : カ ヤ ツ リ グサ科 PLC. SS 1 824 試料1 1

1 1 : サ ナ エ タ デ節 ー ウ ナ ギ ッ カ ミ 節 PLC. S S  1 809 試料 7
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（ — - ー 『 3

20 µm 
1 2 ~ 1 6 :  

50 µm 
1 7 : 

図版 3 宇都宮辻子幕府跡遺跡の花粉化石

1 2 : ソ バ属 PLC. SS 1 820 試料10

1 3 : ベ ニ バ ナ 属 近似種 PLC. SS 1 822 試料1 1

1 4 : ヨ モ ギ属 PLC. SS 1 807 試料 3

1 5 : 他の キ ク 亜科 PLC. SS 1 8 1 7  試料10

1 6 : タ ン ポ ポ亜科 PLC. SS 1812 試料 7

1 7 : ア カ ウ キ ク サ属 PLC. SS 1 806 試料 3
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写 真 図 版
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図版1
▼a 空撮全景
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図版2
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図版3
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図版4

9-37 

9-38 

9-42 

▲a．溝1出土遺物

►
b

溝
2
出
土
遺
物

10-1 

10-5 

10-3 10-4 

｀ 

▲c．遺構外出土遺物

10-21 

9-39 

13-26 

10-9 

10-12 

10-15 

10-11 

10-16 

10-24 

10-22 

10-20 

10-23 

-256-



報 告 書 抄 録

ふ り が な か ま く ら し ま い ぞ う ぶ ん か ざい き ん き ゅ う ち ょ う さ ほ う こ く し ょ

書 名 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書 1 3 （ 第 2 分i11}）

副 書 名

巻 次

シ リ ー ズ 名 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書 1 3 （ 第 2 分冊）

シ リ ー ズ 番 号 1 3  

編 著 者 名 原 廣志

編 集 機 関 鎌倉市教育委員会

所 在 地 〒 248 神奈川 県鎌倉市御成町18番10号

発 行 年 月 日 西暦1997年 3 月

ふ り が な ふ り が な コ ド 北緯 東経 調 査面積

市 町村 遺跡番号
0 , " 0 9 99 

調査期 間 調 杏 原 因
所 収 遺 跡 名 所 在 地 rri' 

う つ のみやず し
ば く ふ あ と か な が わ け ん 204 239 1 9 9 6 30 自 己用 住宅建
宇都宮辻子幕府跡 か ま く ら し こ ま ち 2 .  1 5  設 に伴 う 事前

神奈川 県 ～ 調究
鎌倉市小町 1 9 9 6 
二丁 目 361 番 l 4 .  04 

所収遺跡名 種 別 主 な 時 代 主 な 逍 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

宇都宮辻子 官術 鎌倉時代 中世 中世 近世以 降の削平が
幕府跡 i 土堀 1 0  か わ ら け 著 し いが、 調杏区西

室町時代 溝 3 常滑窯製品 側 で現若宮大路 に 平
柱 穴 列 1 瀬戸窯製品 行 し た 中世大路東側

江戸時代 柱 穴 10 渥美窯製品 溝 を 発見 し た 。
近 世 青磁 白 磁

井戸 1 土製品 木製品
畦土留 め 1 銅製品 鉄製品等

近世
肥前窯系製 品
瀬戸窯製品
木製品等
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