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人尾市は、河内平野の中央部よりやや南寄 りに位置し、西に生駒山脈の景観を

見る温暖で肥沃な土壊を有する地域であり、古代から人々が生活の場として住み

はじめたところです。それらの先人が残した大切な遺産 (遺構 。遺物)が多く存

在しております。

今回の報告は、小阪合遺跡範囲内で昭和57年度より実施してきました八尾都市

計画事業南小阪合土地区画整理事業の幹線通路・区画街路 。公共施設等の建設工

事に伴う発掘調査であります。昭和61年度第 8次調査、昭和62年度第10。 第13次

調査、昭和63年度第16次調査の結果報告を集録 したものであります。小阪合遺跡

では、当区画整理事業に伴う発掘調査の結果報告を現在までに5冊刊行 しました。

今回が最後報告となり、当遺跡の総括的なものとしてまとめました。その成果は

本市の政治、文化の歴上を研究する上で重要な資料になるものと確信しておりま

す。この報告書が、学問の発展と文化財保護への啓発に広 く活用されることを願

うものであります。

当遺跡は八尾市の中央部にあたり、古 くは旧大和川の幾多の洪水等により沖積

された河内平野上に位置します。現在までの発掘調査によって弥生時代中期～中

近世に至る遺構・遺物が多量に検出しており、当遺跡の変遷が明らかにされつつ

あります。

ここに改めて、事業者をはじめとし関係各位の文化財保護の立場から充分ご理

解賜わり、ご協力いただきましたことを、ここに感謝を申し上げます。

今後、この書が広 く文化財保護にご活用していただければ、この上もない幸せ

に存じます。共に、当調査研究会に対 して尚一層とご協力を賜わりますようにお

願い申し上げます。

なお、本書作成にあたって、御協力・御指導をいただいた関係各位に感謝の意

を表します。

平成 2年 3月

財団法人 八尾市文化財調査研究会

理事長  福 島   孝
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1.本書は、大阪府八尾市南小阪合町・青山町・山本町南に所在する八尾都市計画事業南小阪

合土地区画事業に伴う昭和61・ 62・ 63年度の小阪合遺跡の第 8。 10。 13。 16次調査の報告書

である。

1。 本書で報告する発掘調査は、人尾市教育委員会の指示のもとで財団法ハ八尾市文化調査研

究会が入尾都市整備室南小阪合土地区画整理事務所の委託を受けて実施したものである。

1.本書に要した費用は、すべて八尾都市整備室南小阪合土地区画整理事務所が負担した。

1.本調査は、昭和61年 8月 1日 ～同年12月 1日 の期間で実施した第 8次調査、昭和62年 10月

1日 ～同年11月 31日 の期間で実施した第10次調査、昭和62年 12月 1日 ～同年28の期間で実施

した第13次調査、昭和63年 8月 1日 ～同年10月 31日 で実施した第16次調査の発掘調査である。

出土遺物の整理作業及び報文作成業務は、昭和64年 1月 6日 ～平成元年 3月 18日 、平成元年

8月 1日 ～平成 2年 3月 10日 の期間で実施した。

1.本調査並びに本報告に関係 した者は下記のとおりである。

理事長  山脇 悦司 (昭和62年 8月 6日 まで)

福島  孝 (昭和62年 8月 7日 ～平成 2年 3月 現在)

事務局長 市森 管萱 (昭和61年 4月 1日 ～昭和63年 3月 31日 )

堀内  馨 (昭和63年 4月 1日 ～平成元年11月 10日 故)

森田   (平 成 2年 1月 5日 ～平成 2年 3月 現在)

事務員  富田  よしの

永井  暁子

1。 本調査の各年度の参加諸氏は、表のとおりである。

1.本調査に関わる労務関係は、第 8次調査―傲島田組、第10次調査―lkl坂上工務店、第13次

調査―llkl辻 本工務店、第16次調査―帥中川建鉄が請け負った。

1。 本書の執筆は高萩が負担 したが、出土遺物観察表は村田行った。

1・ 本書の作成に当たり、遺物写真撮影は高萩、 トレースは岩本・村田が行った。

1・ 全体編集構成は、全員が共同で行った。

ロ



本 文 目 次

八尾市埋蔵文化財分布図

序文

例言

第 1章  はじめに ………………………………………………………… 1

第 2章  調査の結果 ……………………………………………………Ⅲ3

第 3章  遺跡の概要 ……………………………………………………・6

第1節  調査の成果…………………………………………………………………………6

第4章  第 8次調査 ……………………………………………………・11

第 1節  調査の概要 ……………………………………………………………………… 11

第 2節  第 1調査区 ………………………………………………………………… 17

1 基本層序 ………………………………………………………………………………… 14

Ⅱ 検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………… 17

第 3節  第 2調査区 ………………………………………………………………………42

1 基本層序 ・………………………………………………………………………………・42

Ⅱ 検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………… 47

第 4節  第 3調査区 ………………………………………………………………85

1 基本層序 ・………………………………………………………………………………・85

Ⅱ 検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………… 86

第 5節  第 4調査区 …………………………………………………………………90

1 基本層序 ・………………………………………………………………………………。90

Ⅱ 検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………… 90

第 6節  第 5調査区 ……………………………………………………………………… 120

1 基本層序 ・…・…………………………………………………………………………・120

Ⅱ 検出遺構・出土遺物 ・………Ⅲ………………………………………………………・120

第7節  出土遺物観察表 …………………………………………………………… 136

第 5章  第10次調査 …………………………………………………… 204

第 1節  調査の概要 …………………………………………………………………… 204

第 2節  第 1調査区 … … … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … …… 208

1 基本層序 ・……………Ⅲ………………………………………………………………・208



Ⅱ

第 3節

I

Ⅱ

第 4節

I

Ⅱ

第 5節

I

H

第 6節

I

Ⅱ

第 7節

I

Ⅱ

第 8節

I

Ⅱ

第 9節

I

Ⅱ

第10節

I

Ⅱ

第11節

I

Ⅱ

第12節

第 6章

第 1節

第 2節

検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………・208

第 2調査 区 …… …… … …… …… …… … … …… …… …… …… ……… … … 214

基本層序 ………………………………………………………………………………・214

検出遺構 。出土遺物 …………………………………………………………………Ⅲ214

第 3調査 区 …… …… …… …… …… …… …… …… … … … …… …… …… … 234

基本層序 ・………………………………………………………………………………234

検出遺構 。出土遺物 …………………………………………………………………・234

節 4調査 区 … … … …… …… …… ……… … …… …… …… …… ……… … … 240

基本層序 。………………………………………………………………………………240

検出遺構 。出土遺物 …………………………………………………………………。242

第 5調査 区 …… ……… … …… ………… … … … … …… …… …… ……… … 243

基本層序 ・………………………………………………………………………………243

検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………・243

第 6調査 区 …… … … … … … … …… … … … …… …… …… ……… … … 247

基本層序 ・………………………………………………………………………………247

検出遺構・出土遺物 ・―・……………………………………………………………。247

第 7調査 区 …… …… … …… … … …… ……… … … … … …… …… …… … 250

基本層序 ・………………………………………………………………………………250

検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………・250

第 8調査 区 …… … … … …… …… …… …… …… …… …… …… …… … …… 258

基本層序 ・………………………………………………………………………………258

検出遺構・出土遺物 ・…・……………………………………………………………。258

第 9調査 区 …… …… … … …… … …… …… … … …… … …… …… ……… Ⅲ265

基本層序 ・………………………………………………………………………………265

検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………。265

第 11調査 区 …… … … … …… …… …… … … … …… ……… …… …… …… 284

基本層序 ………………………………………………………………………………・284

検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………・284

出土遺物観察表…………………………………………………………… 291

第13次調査区 …………………………………………………320

調査の概要 ………………………………………………………………… 320

調査の結果 …………………………………………………………………… 322



I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

第 3節

第 7章

第 1節

第 2節

I

Ⅱ

第 3節

I

Ⅱ

第 4節

I

Ⅱ

第 5節

I

Ⅲ

第 6節

I

Ⅱ

第 7節

I

Ⅱ

第 8節

王

Ⅱ

第9節

第 8章

第 9章

基本層序 ・…・…………………………………………………………………………Ⅲ322

第 1調査区 ……………………………………………………………………………・331

第 2調査区 ……………………………………………………………………………。341

第 3調査区 …………………………………………………………………………∴・.352

出土遺物観察表………………………………………………………… 368

第16次調査 ……………………………………………………390

調査の概要 ……………………………………………………………… 390

第 1調査 区 … … … …… …… …… …… …… …… … …… … …… ……… … 392

基本層序 Ⅲ……・………………………………………………………………………・392

検出遺構・出土遺物 ・………………………………………………………Ⅲ………Ⅲ392

第 2調査 区 … … … …… …… …… …… …… …… …… ……… …… …… …… 394

基本層序 ・………………………………………………………………………………394

検出遺構・出土遺物 ・………………………………………………………Ⅲ………,394

第 3調査 区 … … … …… …… …… …… ……… … …… …… ……… … … …… 397

基本層序 ・……………………………………………………………………・………・397

検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………・397

第 4調査 区 … … …… …… …… ……… …… …… …… …… …… …… … …… 100

基本層序 ・…・…………………………………………………………………………'400

検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………。403

第 5調査 区 … … … …… …… …… …… …… …… …… ……… …… …… …… 405

基本層序 ・……………………………・………………………………………………・405

検出遺構・出土遺物 …………………………………………………………………・406

第 6調査 区 …… …… … … … …… …… …… …… ……… …… …… ……… … 406

基本層序 ・………………………………………………………………………………406

検出遺構・出土遺物 T… ……………………………………………………………・407

第 7調査 区 …… ……… …… … … …… …… …… …… …… ……∵… …… … 412

基本層序 ・………………………………………………………………………………412

検出遺構・出土遺物 ・…Ⅲ…………………………………………………i……….412

出土遺物観察表……………………………………………………………… 415

土器胎土の砂礫 ………………………………………………418

まとめ……………………………………………………………425



挿 入 目 次

第 1図  調査地位図 ………………………………………………………………………………… 2

第 2図  調査区配置図及び区割図・………………………………………………………………,4

<第 8次調査>

第 3図  遺構配置図 1・………………………………………………………………………工_.12

第 4図  遺構配置図 2・ ………Ⅲ…………………………………………………………………… 13

<第 8次調査 第 1調査区>

第 5図  基本層序柱状図 (S=1/40)・……………・………………………………………… 14

第 6図  第 1調査区遺構平面図 ………………………………………………………………。15。 16

第 7図  SKl平 断面図 ・…………………………………………………………………………・17

第 8図  SKl出 土遺物実測図・…………………………………………………………………。17

第 9図  SK3出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・17

第10図  SK4出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・18

第11図
｀

SK5出 土遺物実測図 。…………………………………………………………………。18

第12図  SK6平 面図 ・……………………………………………………………………………Ⅲ19

第13図  SK6出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・20

第14図  SD2出 土遺物実測図 …………………………………………………………………… 21

第15図  SEl平 断面図 ・…………………………………………………………………………Ⅲ22

第16図  SEl出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・23

第17図  SE2平 断面図・…………………………………………………………………………。23

第18図  SE3平 断面図 ・…………………………………………………………………………。24

第19図  SE3出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・24

第20図  SE4平 断面図 ・…………………………………………………………………………・25

第21図  SE5平 断面図 ・………………Ⅲ………………………………………………………… 25

第22図  SE6平 断面図 …………………………………………………………………………… 25

第23図  SE6出 土遺物実測図 ・……………………………………………………………i.… 26

第24図  SE7平 断面図 ・…………………………………………………………………………'26

第25図  SE8平 断面図 ,…………………………………………………………………………。26

第26図  SE9平 断面図 ・…………………………………………………………………………Ⅲ27

第27図  SE8出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・28

第28図  SE9出 土遺物実測図・……………………i.… ……………………………………… 28



第29図  S E10平断面図 ・…………………………………………………………………………Ⅲ29

第30図  S E10出土遺物実測図 …………………………………………………………………… 30

第31図  SE7出 土遺物実測図・…………………Ⅲ……………………………………………… 30

第32図  S P55平断面図・…………………………………………………………………………・31

第33図  S P69(86)。 SP2(87)。 S

第34図  遺構に伴わない出土遺物実測図 1

第35図  遺構に伴わない出土遺物実測図 2

第36図  遺構に伴わない出土遺物実測図 3

第37図  遺構に伴わない出土遺物実測図 4

<第 8次調査 第 2調査区>

P120(88)出 土遺物実測 図 ……………………… 31

……・・……・"・ …・…・・・・…・中●…Ⅲ…●―・̈・い。…Ⅲ…・―・“・・̈ ・̈38

……●中●―●…●中0い ●…●・・・…Ⅲ…・―・…・―・…・―・中0中 ●…●…●̈。39

中―中中●…Ⅲ…●中●●●●…・̈・…・い。"・ …・―・…・中●中●―●…Ⅲ……・40

……Ⅲ…●中●中●…0● ●・…・…・̈ ・…・̈ ・…・…………Ⅲ…・―・…・・……・41

第38図  基本層序柱状図 (S=1/40)… ……………………………………………………… 42

第39図  第 2調査区北部遺構平面図 …………………………………………………………・43.44

第40図  第 2調査区南部遺構平面図 ・……………………・…………………………………・45,46

第41図  SDl出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………。48

第42図  SDl検 出遺物平断面図及び断面図 ・………………………………………………49.50

第43図  SEl平 断面図 …̈……………………………………………………………………… 51

第44図  SEl井 戸枠実測図 1・…………………………………………………………………・52

第45図  SEl井 戸枠実測図 2・ …………………………………………………………………・53

第46図  SP4(20)。 SP6(19)出土遺物実測図 ・………………………………………・56

第47図  SK3平 断面図 ・…………………………………………………………………………・56

第48図  SK4平 断面図・…………………………………………………………………………・56

第49図  SK3出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・57

第50図  SK4出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・57

第51図  SD3出 土遺物実測図 1・………………………………………………………………・58

第52図  SD3出 土遺物実測図 2………………………………………………………………… 59

第53図  SD3出 土遺物実測図 3・ ………………………………………………………………・60

第54図  SD3平 断面図 ・…………………………………………………………………………Ⅲ61

第55図  SE2平 断面図 ・…………………………………………………………………………・63

第56図  SE2出 土遺物実測図・…………………………………………………………………・64

第57図  SE3平 断面図・…………………………………………………………………………Ⅲ65

第58図  SE3出 土遺物実測図 1'………………………………………………………………・66

第59図  SE3出 土遺物実測図 2・ ………………………………………………………………・67



第60図  S P31(146)。 S P58(147)出 土遺物実測図 ・……………………………………Ⅲ68

第61図  S P59出土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・70

第62図  石集積 1平断面図 ・………………………………………………………………………・70

第63図  石集積 1出 土遺物実測図 ・………………………………………………………………・71

第64図  池状遺構 1出土遺物実測図 1・ …………・……………………………………………… 72

第65図  池状遺構 1検出遺物平断面図 ………………………………………………………・73,74

第66図  池状遺構 1出土遺物実測図 2・ ………………………………………………・………… 75

第67図  池状遺構 1出土遺物実測図 3・ …………………………………………………………,76

第68図  池状遺構 1出土遺物実測図 4・…………………………………………………………・77

第69図  遺構に伴わない出土遺物実測図 1・ ……………………………………………………・79

第70図  遺構に伴わない出土遺物実測図 2・ ……………………………………………………・80

第71図  遺構に伴わない出土遺物実測図 3・ ……………………………………………………・81

第72図  遺構に伴わない出土遺物実測図 4・ ……………………………………………………・82

第73図  遺構に伴わない出土遺物実測図 5… …………………………………………………… 83

第74図  遺構に伴わない出土遺物実測図 6・ ……………………………………………………・84

<第 8次調査 第 3調査区>

第75図  基本層序柱状図 (S=1/40)… ………………………………………………………85

第76図  第 3調査区遺構平面図 ・………………………………………………………………87.88

第77図  遺構に伴わない出土遺物実測図 ・………………………………………………………・89

<第 8次調査 第 4調査区>

第78図  基本層序柱状図 (S=1/40)… ………………………………………………………90

第79図  第 4調査区遺構平面図 ・………………………………………………………………91.92

第80図  第 4調査区遺構平面図 ・………………………………………………………………93.94

第81図  SK4出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………・95

第82図  S Kll検出遺物平面図及び断面図 ・……………………………………………………・97

第83図  S Kll出土遺物実測図 1・ ………………………………………………………………'98

第84図  S Kll出土遺物実測図 2・ ………………………………………………………………・99

第85図  S P30(30)。 S P31(31)・ S P50(32)。 SP4(33)・ S P23(34)

出土遺物実測図 ・…………………………………………………………………………・99

第86図  SDl出 土遺物実測図 ・………………………………………………………………… 101

第87図  SD5検 出遺物平面図及び断面図 ・…………………………………………………… 102

第88図  SD5出 土遺物実測図 1・ ……………………………………………………………… 103



第89図  SD5出 土遺物実測図 2・ ………………………………………………………………104

第90図  SD5出 土遺物実測図 3………………………………………………………………・105

第91図  SD6検 出遺物平断面図 ・………………………………………………………………106

第92図  SD6出 土遺物実測図 1………………………………………………………………Ⅲ107

第93図  SD6出 土遺物実測図 2・ ……………………………………………………………… 108

第94図  SEl平 断面図 。………………………………………………………………………… 109

第95図  SEl出 土遺物実測図 ・………………………………………………………………… 109

第96図  SE2平 断面図 ・………………………………………………………………………… 110

第97図  SE2出 土遺物実測図・…・……………………………………………………………・110

第98図  SE3平 断面図 ・…………………………………………………………………………111

第99図  SE3出 土遺物及び井戸枠実測図 ・……………………………………………………112

第100図  SE4平 断面図・…………………………………………………………………………113

第101図  S K18平断面図 。…………………………………………………………………………114

第102図 遺構に伴わないB7L遺物実測図 1・………………………………………Ⅲ…………。117

第103図 遺構に伴わない出土遺物実測図 2・ ………………………………・…………………Ⅲ l18

第104図 遺構に伴わない出土遺物実測図 3・ …………Ⅲ………………………………………。119

<第 8次調査 第 5調査区>

第105図 基本層序柱状図 (S=1/40)… ・……………………………………Ⅲ……………・120

第106図 第 5調査区遺構平面図 。………・…………………………………………………Ⅲ121.122

第107図 第 5調査区遺構平面図 ……………………………………………………………Ⅲ123.124

第108図  SKl平 断面図・………………………………………………………………………… 125

第109図  SKl出 土遺物実測図・………………………………………………………………… 126

第110図  SK2平 断面図・…………………………………………………………………………127

第111図  SK2出 土遺物実測図・…………………………………………………………………127

第112図  SK3平 断面図・……・…………………………………………………………………・128

第113図  SK3出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………128

第114図  SK4平 断面図・………………………………………………………………………… 130

第115図  SK4出 土遺物実測図 ・………………………………………………………………… 130

第116図  SK5検 出遺物平断面図 ………………………………………………………………。131

第117図  SK5出 土遺物実測図 1・ ………………………………………………………………132

第118図  SK5出 土遺物実測図 2・ ……………………………………………………………… 133

第119図 石集積 2平面図 ・…………………………………………………………………………133



第120図 遺構に伴わない出土遺物 ・………………………・……………………………………・135

<第 10次調査>

第121図 遺構配置図 1・…………Ⅲ………………………………………………………………・205

第122図 遺構配置図 2・ ………・…………………………………………………………………,206

第123図 遺構配置図 3・ ………・…………………………………………………………………。207

<第 10次調査 第 1調査区>

第124図 基本層序柱状図 (S=1/40)。……Ⅲ………………………………………………,208

第125図 第 1調査区遺構平面図 ……………………………………………………………・209.210

第126図  SKl平 断面図・……・…………………………………………………………………。211

第127図  SEl平 断面図・………………………………………………………………………・・211

第128図 遺構に伴わない出土遺物実測図・………………・……………………………………・213

<第 10次調査 第 2調査区>

第129図 基本層序柱状図 (S=4/40)… ………・……・……………………………………・214

第130図 第 2調査区遺構平面図 ……………………………………………………………・215,216

第131図 第 2調査区遺構平面図 ……………………………………………………………・217.218

第132図  SWl出 土遺物実測図 1・………………………………………………………………220

第133図  SWl平 面図 ………………………………………………………………………'221.222

第134図  SWl出 土遺物実測図 2・ …・…………………………………………………………。223

第135図  SWl出 土遺物実測図 3・ ………………………………………………………………224

第136図  SWl出 土遺物実測図4・………………………………………………………………225

第137図 河川 1断面図 ・……………………………………………………………………………226

第138図 河川 1出土遺物実測図 ・…………………………………………………………………227

第139図 河川 2断面図 ・……………………………………………………………………………227

第140図 河川 2出土遺物実測図 ・…………………………・……………………………………・228

第141図  河川 3断面図・……………………………………………………………………………229

第142図  河川 4断面図・……………………………………………………………………………230

第143図 河川 4出土遺物実測図 …………………………………………………………………・230

第144図 遺構に伴わない出土遺物実測図 1・……………………………………………………232

第145図 遺構に伴わない出土遺物実測図 2・ …………………………Ⅲ………………………・233

<第 10次調査 第 3調査区>

第146図 基本層序柱状図 (S=1/40)… ………・…Ⅲ………………………………………・234

第147図  第 3調査区遺構平面図 。……………………………………………………………235,236



第148図 河川 5断面図 ……………………………………………………………………………・237

第149図 河川 5出土遺物実測図・…………………………Ⅲ……………………………………・

第150図 河川 6断面図 ・……Ⅲ……………………………………………………………………・

第151図  SK3平 断面図 。…………………………………………………………………………

第152図  SK3出 土遺物実測図 …………………………………………………………………・

第153図  S D39出 土遺物実測図・………Ⅲ………………………………………………………・

第154図 遺構に伴わない出土遺物実測図・………………………………………………………

<第 10次調査 第 4調査区>

第155図 基本層序柱状図 (S=1/40)

第156図 第 4調査区遺構平面図・………・………………………………………………………・

第157図 遺構に伴わない出土遺物実測図 ………………………………………………………・

<第 10次調査 第 5調査区>

７

　

　

８

　

　

８

　

　

９

　

　

９

　

　

０

３

　

　

３

　

　

３

　

　

３

　

　

３

　

　

４

第158図 基本層序柱状図 (S=

第159図  S P54出 土遺物実測図

第160図  S P56出 土遺物実測図

第161図  S P55出 土遺物実測図

第162図 第 5調査区遺構平面図

<第 10次調査 第 6調査区>

第163図 基本層序柱状図 (S=

第164図 第 6調査区遺構平面図

<第10次調査 第 7調査区>

第165図 基本層序柱状図 (S=

第166図 第 7調査区遺構平面図

第167図 第 7調査区遺構平面図

1/40)… …………………………………………………… 243

……Ⅲ…●中●…0中 ●̈●…Ⅲ………・…,中 ●中●…●●●・̈・中●…●…●・・・…Ⅲ…・…Ⅲ…・―・ 244

…・……・“・・……………・"・ …・̈ ・…………・中―●●…●̈・…・中●…0い 0中 0中 ●―●● 244

……0中 ―中中●…0… ………・…・…・…・中●中●―●̈●……・・…・中●…0中 ●…………・・ 244

・̈・・̈・…Ⅲ…・・・・…・―・中●…●…●̈……・中●中●…●中●̈●…Ⅲ…・…・・・・…。 245,246

1/40)………………………………………………………

1/40)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 250

… ・・・ …
Ⅲ

…・ ― ・ …
。 中 ●中 ● 中 ●中 ●

…
0い 0… Ⅲ

…
。 い ・ ¨ ・ …・

中 0中 0中 0い ●
…

o中 ●●
 251,252

… …
0中 ●

…
● ¨ ●¨・ ―・

中 ● 中 0中 ●
…

0中 ●¨ ●¨ い い
・ … ・ … ・

中 ●中 0中 ●
…

Ⅲ
… … ・・  253.254

７

　

　

８

４

　

　

４

第168図 河川 7断面図 ・……………………………………………………………………………255

第169図 河川 7出土遺物実測図・…………………………………………………………………255

第170図  SE2平 断面図 ・…………………………………………………………………………256

<第 10次調査 第 8調査区>

第171図 基本層序柱状図 (S=1/40)… ………………………………………・・:………… 258

第172図 第 8調査区遺構平面図 …………………………………………………………………。259

第173図  SK4検 出遺物平面図及び断面図・……………………………………………………260

第174図  SK4出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………260



<第 10次調査 第 9調査区>

第175図 第 9調査区遺構平面図 ……………………………………………………………・261.262

第176図 第 9調査区遺構平面図・………Ⅲ…………………………………………………・263.264

第177図 基本層序柱状図 (S=1/40)… ……………………………………………………・265

第178図  SK6出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………266

第179図  SK7平 断面図 ・………Ⅲ………………………………………………………………'266

第180図  SK5検 出遺物平面図 …………………………………………………………………・267

第181図  SK5出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………268

第182図  SK8検 出遺物平面図及び断面図 ・……………………………………………………269

第183図  SK8出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………270

第184図  SK9平 断面図・…………………………………………………………………………271

第185図  S Kll平断面図・……Ⅲ…………………………………………………………………'271

第186図  S K10平断面図・…………………………………………………………………………271

第187図  S K12平断面図 …………………………………………………………………………'272

第188図  S K12出 土遺物実測図・…………………………………………………………………272

第189図  S D70断面図 ……………………………………………………………………………。273

第190図  S D70出 土遺物実測図・………………………………………………Ⅲ………………・273

第191図  S D71断面図 ・……………………………………………………………………………273

第192図  S D71出 土遺物実測図・…………………………………………………………………274

第193図  S D73断面図・……………………………………………………………………………274

第194図  S D73出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………275

第195図  S D77出 土遺物実測図 ・………………………………………………………………・。275

第196図  S D78出 土遺物実測図・…………………………………………………………………275

第197図  S D79出 土遺物実測図 ・………………………………………………………………・・276

第198図 第 4層土器集積平面図・…………………………………………………………………278

第199図 遺構に伴わない出土遺物実測図 1・……………………………Ⅲ……………………'279

第200図 遺構に伴わない出土遺物実測図 2・ …………・………………………………………。280

第201図 遺構に伴わない出土遺物実測図 3… …………………………………………………・281

第202図 遺構に伴わない出土遺物実測図 4・ …………………………………・………………。282

第203図  遺構に伴わない出土遺物実測図 5・ ……………………………………………………283

<第 10次調査 第10調査区>

第204図 基本層序柱状図 (S=1/40)… …………・………………………Ⅲ………………。284



第205図  S Pll出 土遺物実測図 ,… ………………………………………………………………285

第206図  S D93平断面図 ・……Ⅲ…………………………………………………………………。285

第207図  第10調査区遺構平面図 ……………………………………………………………・287.288

第208図  遺構に伴わない出土遺物実測図 1… …………………………………………………。289

第209図 遺構に伴わない出土遺物実測図 2Ⅲ ……………・……………………………………・290

<第13次調査>

第210図 遺構配置図 ………………………………………………………………………………・321

第211図 基本層序柱状図 (S=

第212図  第 1調査区遺構平面図

第213図  第 2調査区遺構平面図

第214図  第 3調査区遺構平面図 1

1/40)… …………………………………………………… 322

"¨・…・…・̈ ・―・…・…Ⅲ…Ⅲ…・―・―・̈ ・中●…0中 ●…●̈●…・中●…●―●…・・ 323.324

中̈0い ●…●“・…・中●…0中 ●…0中 ●…Ⅲ…●―・…・…Ⅲ…・̈・…Ⅲ…Ⅲ…・̈ 。…。, 325,326

……・…・̈・…・中●―●中0い 0中 ●‥●―●̈・―・…・・・・…・̈・…・中●…●…●・ 327.328

第215図 第 3調査区遺構平面図2…………………………………………………………Ⅲ329。 330

<第 13次調査 第1調査区>

第216図  SWl平 断面図・…………………………………………………………………………

第217図  SWl出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………

第218図  SK4平 断面図 ・……・…………………………………………………………………・

第219図  SK9出 土遺物実測図・………・………………………………………………………・335

第220図  S P68出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………338

第221図  S P69出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………338

第222図  S P10出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………338

第223図  S D10出 土遺物実測図・…………………………………………………………………338

第224図  遺構に伴わない出土遺物実測図 1・……………・……………………………………。339

第225図 遺構に伴わない出土遺物実測図 2・ ……………………………………………………340

<第 13次調査 第 2調査区>

第226図  S P34出 土遺物実測図・…………………………………………………………………341

第227図  S P39出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………342

第228図  SD6断 面図 ・……………………………………………………………………………343

第229図  SD6出 土遺物実測図・…………………………………………………………………343

第230図  S K13平断面図 ・………………………∴………………………………………………344

第231図  S K13出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………345

第232図  S P71平断面図・…………………………………………………………………………346

第233図  S K17平断面図 ・…………………………………………………………………………346



第234図  S K17出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………347

第235図  S P69出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………347

第236図  S P98出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………347

第237図  S P79出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………347

第238図  S D12出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………347

第239図 遺構に伴わない出土遺物実測図 1・ …………Ⅲ………………………………………・351

第240図  遺構に伴わない出土遺物実測図 2・ ……………………………………………………352

<第 13次調査 第 3調査区>

第241図  S K18検出遺構平面図及び断面図 ・……………………………………………………354

第242図  S K18出 土遺物実測図 ・………………………………………………………………・・355

第243図  S K19平断面図 。…………………………………………………………………………356

第244図  S K19出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………356

第245図  S K21平断面図 ・…………………………………………………………………………357

第246図  S K21出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………357

第247図  S K22平断面図 ・…………………………………………………………………………357

第248図  S K22出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………357

第249図  S D13検出遺物平面図及び断面図 ・……………………………………………………359

第250図  S D13出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………360

第251図  S D35出 土遺物実測図 ・………………………………………………………………… 361

第252図  河川 1断面図 ・……………………………………………………………………………362

第253図  河川 1出土遺物実測図 1・………………………………………………………………

第254図  河川 1出 土遺物実測図 2・ ………………………………………………………………

第255図  遺構に伴わない出土遺物実測図 1・……………………………………………………

第256図  遺構に伴わない出土遺物実測図 2・ ……………………………………………………

<第 16次調査>

第257図  遺構配置図 ・………………………………………………………………………………

<第 16次調査 第 1調査区>

第258図 基本層序柱状図 (S=1/40)… ……………………………………………………・

第259図  第 1調査区遺構平面図 …………………………………………………………………。

第260図  遺構に伴わない出土遺物実測図・………………………………………………………

<第 16次調査 第 2調査区>

第261図 基本層序柱状図 (S=1/40)… ……………………………………………………・

３

　

　

４

　

　

６

　

　

７

391

392

393

393

394



第262図 第 2調査区遺構平面図

第263図 第 2調査区遺構平面図

<第 16次調査 第 3調査区>

第264図 基本層序柱状図 (S=

第265図  第 3調査区遺構平面図

第266図  河川 3出土遺物実測図

第267図  河川 4出土遺物実測図

<第 16次調査 第 7調査区>

第283図 基本層序柱状図 (S=

第284図  第 7調査区遺構平面図

第285図  SK3出 土遺物実測図

第286図  SK3出 土銅鏃実測図

1/40)… …………………………………………………… 397

……・̈ ・…・…Ⅲ…・̈・…・―・…・̈・…・…・̈・…・̈ Ⅲ…・…・―・―・…・…・̈・―・…… 398

……・…・…・―・…・̈・…・̈・…・̈・…・…・̈・…・―・…・̈・―・―・…・中,― ●い●中… 399

……Ⅲ…・―・…Ⅲ…・̈・…・̈・…・̈ ・…・―・̈・…Ⅲ…・…・̈・“・̈・…・…Ⅲ…・…・…・・ 399

1/40)… …………………………………………………… 412

…………………………………………………………………………………………………・ 413

中●●…………………………………………………………………………い………………・ 414

…………………………………………………………………………………………………・ 414

第268図 遺構に伴わない出土遺物実測図 。……………………………・………………………。400

<第 16次調査 第 4調査区>

第269図 基本層序柱状図 (S=1/40)。…………Ⅲ…………………………………………。400

第270図  第 4調査区遺構平面図 ・…………………………………………………………………401

第271図  第 4調査区遺構平面図 ・…………………………………………………………………402

第272図 河川 3断面図 ・…………………………………Ⅲ… ,中 ●―●-0い 。̈・…・̈ ……・… 403

第273図 河川 3出土遺物実測図 ・…………………………………………………………………403

第274図 河川 5出土遺物実測図 ・…………………………………………………………………404

<第 16次調査 第 5調査区>

第275図 基本層序柱状図 (S=1/40)… ………………・…………Ⅲ………………………・405

第276図  第 5調査区遺構平面図・…………………………………………………………………406

<第 16次調査 第 6調査区>

第277図 基本層序柱状図 (S=1/40)………………………………………………………・407

第278図 第 1調査面遺構平面図 …………………………………………………………………。408

第279図 第 2調査面遺構平面図 ・………………………………………Ⅲ………………………。409

第280図  SD6検 出遺構及び断面図 ・…………………Ⅲ………………………………………・410

第281図  SD6出 土遺物実測図 ・…………………………………………………………………410

第282図 遺構に伴わない出土遺物実測図 ………………………………………………………・411

第287図 遺構に伴わない出土遺物実測図 ・………………………………………………………415



<ま とめ>

第288図 小阪合遺跡出土遺物年表 1

第289図 小阪合遺跡出土遺物年表 2

第290図 小阪合遺跡出土遺物年表 3

……●中●̈●中●…●̈●―・̈・・・・…。中●―●―●̈・―・…・中●…Ⅲ…Ⅲ…・・ 429.430

……,…・̈ ・…・“・―・̈・…Ⅲ…・―・…・中Ⅲ…●̈●・…・―・い。中●…●中0 431.432

……Ⅲ…・"・ ・̈…・̈ ・…・中●中●…Ⅲ…Ⅲ…・…・―・…。…Ⅲ…。中●中●…… 433.434

表 目 次

第 1表  小阪合遺跡発堀調査一覧表 ………………………………………………………………・

<第 8次調査>

第 2表  小穴 (SP)

第 3表  濤  (SD)

第 4表  小穴 (SP)

第 5表  濤  (SD)

第 6表  小穴 (SP)

第 7表  小穴 (SP)

第 8表  小穴 (SP)

<第 10次調査>

第 9表  濤  (SD)

第10表  濤  (SD)

第11表  濤  (SD)

第12表  濤  (SD)

第13表  濤  (SD)

第14表  濤  (SD)

第15表  濤  (SD)

第16表  小穴 (SP)

第17表  滞  (SD)

第18表  小穴 (SP)

第19表  濤  (SD)

第20表  濤  (SD)

<第 13次調査>

第21表  小穴 (SP)

一覧表 ………………………………………………………………… 32～ 35

-覧表 ……………………………………………………………………… 36

-覧表 …………………………………………………………………Ⅲ54.55

-覧表 ……………………………………………………………………… 62

-覧表 ……………………………………………………………………… 69

-覧表 ……………………………………………………………………'100

-覧表 ………………………………………………………………。115。 116

-覧表 ……………………………………………………………………・212

-覧表 ……………………………………………………………………。219

-覧表 ……………………………………………………………………・231

-覧表 ……………………………………………………………………・239

-覧表 ……………………………………………………………………Ⅲ242

-覧表 ……………………………………………………………………・244

-覧表 ……………………………………………………………………,256

-覧表 ……………………………………………………………………・256

-覧表 ……………………………………………………………………Ⅲ257

-覧表 ……………………………………………………………………Ⅲ276

-覧表 ・……………………………f・
・……………………………………277

-覧表 ……………………………………………………………………。286

一覧表 ……………… ……・̈・…Ⅲ…Ⅲ…。中●…Ⅲ…●̈・̈・・ 332



第22表  小穴 (SP)一覧表 中…………………………………………………………………・386

第23表  濤  (SD)一 覧表 ……………………………………………………………………・337

第24表  小穴 (SP)一覧表 ……………………………………………………………………。342

第25表  小穴 (SP)一覧表 ……・・・……………………………………………………………。348

第26表  小穴 (SP)一覧表 ………………………………………………………………Ⅲ349,350

第27表  小穴 (SP)一覧表 ……………………………………………………………………・353

第28表  小穴 (SP)一覧表 ……………………………………………………………………。358

第29表  濤  (SD)一 覧表 ……………………………………………………………………・361

第30表  濤  (SD)一 覧表 ……………………………………………………………………,365

<第16次調査>

第31表  濤  (SD)一 覧表 ……………………………………………………………………・411

<土器胎上の砂礫>

第32表  土器表面の砂礫種観察表



第 1章 はじめに

小阪合遺跡は、大阪府八尾市の中央部に位置する遺跡で、旧大和川の主流であった玉串川と

長瀬川に挟まれた沖積地にあたる。当遺跡の発見の経緯は、昭和30年の大阪府営住宅供給公社

建設工事の掘削中に古墳時代の遺物が多量に出土されたことによる。その後、人尾市教育委員

会文化財室が数回の試掘調査・立会調査を実施 しているが、遺構・遺物の確認が明確にできな

かった。このような状況下、昭和56年度に当遺跡を中心とした大規模な土地区画整理事業が施

工された。文化財室は、当遺跡推定範囲にあり、その実態を把握する目的で、工事による掘削

が実施される部分を対象にした発掘調査を昭和57年度から実施することになった。しかし、そ

の年の7月 に埋蔵文化財調査を目的とした財団法人人尾市文化財調査研究会が発足 し、区画整

理事業の発掘調査は当調査研究会が担当することになった。そして、昭和57年 11月 、第 1次の

発掘調査を実施した。その結果、古墳時代～鎌倉時代に至る遺構・遺物が多量に検出した。そ

の後、昭和63年度第16次調査を最後に土地区画整理事業関係の発掘調査が終了し、多大な成果

を得ることが出来た。

内業整理については、土地区画整理事業の関係上、発掘調査 した翌年に実施 し、報告書はさ

らに翌年に刊行することになった。今回の報告が最終報告書となる。

第 1表 小阪合遺跡発掘調査一覧表

年 度 詞 査 地 調 査 原 因 詞 査 主 体 備 考
S, 57 青山町 4、 南小阪合町 1 区画整理事業 当調査研究会 (第 1次 ) 当調査研究会報告 9

S, 58 南小阪合町 1 楠根川切替工事 当調査研究会 (第 2次) 当調査研究会報告10

青 山 町 4 区画整理事業 当調査研究会 (第 3次) 当調査研究会報告 lo

南小隈合町 1 小阪合ポンブ場 大阪府教育委員会 報告
S, 59 青山町 4、 南小阪合町 1・ 4 区画整理事業 当調査研究会 (第 4次) 当調査研究会報告15

南小阪合町 1 松原・八尾幹線下水管 大阪府教育委員会
青山町 4 関西電力鉄塔建替 八尾市教育委員会 八尾市文化財報告11

南小阪合町ユ 流域下水道 当調査研究会 第5次 ) 当調査研究会報告 8

S, 60 山本町南 8、 南小阪合町 4 区画整理事業 当調査研究会 (第 6次) 当 調 査研 究 会 報 告 9

南小阪合町 1・ 4 流域下水道 大阪府教育委員会
小阪合町 1 小阪合ポンブ場放流 八尾市教育委員会
小阪合町 1 小阪合ポンプ場放流 当調査研究会 (第 7次) 当調査研究会報告14

S,61 青 山 町 1,3 区画整理事業 当調査研究会 (第 8次) 当報告
S,62 小阪合町 1,2 小阪合ポンプ場放流 当FIR査研究会 (第 9次 ) 当調査研究会報告15

南小阪合町 1、 青山町 3・ 5 区画整理事業 当調査研究会 (第 10次 ) 当報告
南小阪合町 1 小阪合ボンプ場放流 当調査研究会 第11次 ) 当調査研究会報告15

小阪合町 2 小阪合ポンプ場放流 当調査研究会 第12次 ) 当調査研究会報告15

青山町 5 区画整理事業 当調査研究会 第13次 ) 当報告
南小阪合町 4 特殊人Tし築造 当調査研究会 第14次 ) 署調査研究会報告15

青山町 1 平野中高安線府道拡張 大阪府教育委員会
S, 63 小阪合 2 小阪合ポンプ場放流 当調査研究会 (第 15次 ) 当調 査 研 究 会 報 告 25

南小阪合 2～ 5、 山本町南 8 区画整理事業 当調査研究会 (第 16次 ) 当報告

青山町 5 共同住宅 当調査研究会 (第 17次 ) 当調査研究会報告25

南小阪合 1 平野中高安線府道拡張 大阪府教育委員会
H, ユ 青 山 町 2 共同住宅 当調査研究会 (第 18次 )

南小阪合 1 平野中高安線府道拡張 大阪府教育委員会
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第 2章 調査の経過

この報告は、南小阪合土地区画整理事業に伴う発掘調査の報告書で、小阪合遺跡で実施 した

第 8次 。第10次 。第13次・第16次 を集録してまとめたものである。この報告により区画整理事

業関係に伴う発掘調査はこれをもって最終となった。そこで、これまでに報告されている小阪

合遺跡の報告書をもう一度振 り返って各年度ごと整理してみる。

昭和57年度

7月 1日 に財団法人八尾市文化財調査研究会が発足 した年である。当調査研究会は、埋蔵文

化財の一部 (主 に発掘調査)を入尾市教育委員会の指示のもとで実施することとなった。当初、

区画整理事業に伴う発掘調査は人尾市教育委員会が実施する予定であったが、当調査研究会が

担当することになった。そこで、区画整理事業・人尾市教育委員会・当調査研究会の三者で協

議を重ね、協定書を締結 し、11月 8日 から発掘調査を開始 した。その結果、古墳時代前期～鎌

倉時代に至る遺構・遺物が多量に検出された。特に古墳時代前期 (庄 内式～布留式)の遺物が

多量に出土 している。しかし、調査区が計画道路敷下で細長い トレンチであるため、遺構の性

格が把握することが出来なかった。

昭和58年度

この年は、二次にわたる発掘調査 (第 2。 3次調査)を実施 した。まず、第 2次調査は、区

画整理事業区域内の北東部に建設する南都寝屋川流域下水道小阪合ポンプ場の予定地を縦断す

る楠根川の迂回路の調査である。調査は6月 21日 から3週間の期間で実施した。その結果、発

掘調査では、仮設河川であり、掘削深度が浅いという制限があるため、鎌倉時代までの調査に

留まった。そして調査及び迂回工事終了後の9月 1日 から大阪府教育委員会が大阪府の公共事

業である小阪合ポンプ場の建設に伴う発掘調査が実施された。

第 3次調査は、区画整理事業区域内の南西部に位置する区画街路の調査である。調査は10月

27日 から約 4カ 月の期間で実施した。その結果、第 1次調査と同様、古墳時代前期 (庄 内式～

布留式古相)の遺構とそれに伴い多量の遺物 (ほ とんど土器)が出土した。その他、奈良時代

の建物跡・井戸、鎌倉時代の水田遺構が検出した。この調査地は、昭和47～ 49年度に実施され

た曙川区画整理に伴うの発掘調査で、古墳時代～鎌倉時代に至る大規模な複合遺跡であると認

識されている中田遺跡の北部に隣接する。その成果を一般の方々に知っていだだくため、 2月

6日 に一般公開した。しかし、その現地説明会の日、10年ぶりの大雪が降り、調査区一面が雪

一色となったにもかかわらず、多数の市民の方々が見学に来られた。
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昭和59年度

6月 15日 から5ヶ 月間で実施 した第 4次調査は、区画整理事業区域内の南西部に位置する第

1・ 3次調査地と隣接する調査地と、区画整理事業区域内の北東部の調査地の 2箇所の調査で

あった。その結果、南西部の調査区では、既往調査で検出した遺構の広が りを確認することが

できた。特に古墳時代前期 (庄 内式～布留式)の遺構・遺物を検出した。

また、北東部の調査では、古墳時代中期の埴輪棺が検出され、この時期の墓域が低平地でも

多く存在することが確認された。

昭和60年度

8月 1日 から第 6次調査を実施した。調査区は、区画整理事業区域内の東側を縦断する幹線

道路及び南東部の区画街路の調査で、当遺跡の東側の遺跡の状況を確認することとなった。そ

の結果、当遺跡内で実施 した中で一番広い面積の調査であったにもかかわらず、遺構・遺物が

最も気薄な所であった。遺構は、古墳時代のものはほとんどなく、鎌倉時代の水田が広がって

いるのを確認した。第 3調査区では、当遺跡の中心を縦断している楠根川の旧河川と考えられ

る室町時代に埋没した河川を確認 している。また南東部の第 5調査区では、古墳時代初頭 (庄

内式古相)の遺構が新たに検出した。

昭和6二 年度

区画整理事業区域内の北東部で第 8次調査を実施した。その結果、平安時代末期～鎌倉時代

の曲物を備えた井戸や多数の柱穴などの住居遺構を検出し、現在の小阪合村が約400年 前に移

動したと言い伝えられており、その旧小阪合村の位置が確認された。また、旧小阪合村は、整

地した上に築造されており、その下層から奈良時代前期の溝内から一括遺物が多量に出土して

おり、旧小阪合村が古 くから存在していたことが窺える。

昭和62年度

区画整理事業区域内の中央部の第10次調査を実施している。その結果、弥生時代後期・古墳

時代前期の遺構・遺物が検出され、当遺跡内に広 く分布していることが改めて確認された。

また、同年に第13次調査を区画整理事業区域内の南部で実施 した。この調査区は、中田遺跡

に隣接する箇所で、中田遺跡の既往調査で検出されている遺構のつながりが認められた。古墳

時代前期・中期の遺構・遺物が濃厚に存在 していることが判明した。

昭和63年度

第10次調査の調査区と隣接する調査区であった第16次調査である。この調査が区画整理事業

の最終調査となった。調査の結果では、既往調査で検出した遺構の延長部が確認された調査で

あった。

以上、区画整理事業に伴う調査の経緯である。その間、第 1表に掲載している公共下水道・

民間事業に伴う調査が実施されており、小阪合遺跡の変遷が着実に明らかになってきている。
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第 3章 遺跡の概要

第 1節 調査の成果

当遺跡は、前章でも記述しているように南小阪合土地区画整理事業に関連する発掘調査を昭

和57年度から実施し、その結果は、既往の報告 (第 1表)で も掲載しているように多大な成果

が得られている。それにより、当遺跡の広がり、各時代の遺跡の状況、旧地形の状況が点と線

の断続的な調査であるが、ほぼ当遺跡の全域がある程度まで把握するまでに至った。

以下、各年度で検出した遺構・遺物について記す。

昭和57年度 (第 1次調査)

調査地     青山町 4丁 目 。南小阪合 1丁 目

調査面積    1900m2

調査期間    昭和57年 11月 8日 ～昭和59年 3月 25日

検出遺構    弥生時代後期末―土坑 2基・溝15条 。小穴 1個、古墳時代前期―井戸 1

基・溝、古墳時代中期―土坑 。溝・自然河川 1条、奈良時代―掘立柱建物 2

棟・井戸 1基、平安時代―井戸 1基溝 1条、鎌倉時代―井戸 1基・溝10条、

自然河川 2条

出土遺物    出土量  コンテナ100箱

時期別  弥生土器 (V様式)・ 庄内式上器・布留式土器・土師器・須恵

器・瓦器・瓦・磁器・石器 。木製品

昭和58年度 (第 2。 3次調査)

第 2次調査

調査地     青山町 3丁 目

調査面積    390m2

調査期間    昭和58年 6月 21日 ～同年 7月 14日

検出遺構    鎌倉時代―土坑 1基・小穴 1個、溝 4条、近世―自然河川 1条

出土遺物    出土量  コンテナ半分箱

時期別  鎌倉時代―瓦器 。江戸時代―磁器・瓦

第 3次調査

調査地     青山町 4丁 目 。南小阪合町 1丁目
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調査面積

調査期間

検出遺構

出土遺物

昭和60年度

第 5次調査

調査地

調査面積

調査期間

検出遺構

出土遺物

第1節 調査の成果

1800m2

昭和58年 10月 27日 ～昭和59年 2月 29日

弥生時代後期

出土量  ヨンテナ60箱

時期別  弥生時代後期―土坑 7基 。小穴 8個 。落ち込み状遺構 4箇所・

溝 7条、古墳時代前期―土坑10個・溝13条・土器集積・方形周溝墓 1条、古

墳時代中期―土坑 3基・古墳の周濠 1条・落込み状遺構13基 。河川 1条、奈

良時代―井戸 1基、平安時代―井戸 2基・小穴列 2箇所・小穴66個・溝13

条 。自然河川 1条、鎌倉時代―井戸 4基・土坑 1基・落ち込み状遺構 1箇

所・小穴 7個・溝170条、江戸時代―溝

昭和59年度 (第 4次調査)

調査地     青山町 4丁 目 。南小阪合町 1丁 目

調査面積    約987m2

調査期間    昭和59年 6月 15日 ～同年11月 15日

検出遺構    古墳時代前期―井戸 1基・土坑 5基 。小穴列 2基・小穴 8個 。溝10条 、古

墳時代中期―埴輪棺 1基・溝 1条、鎌倉時代―井戸 1基・土坑12基・小穴20

出土遺物

個・溝67条

出土量  コンテナ80箱

時期別  古墳時代前期―庄内式土器・布留式上器、古墳時代中期―土師

器、須恵器、鎌倉時代―瓦器・瓦

(第 5・ 6次調査)

南小阪合町 1丁 目

約636m2

昭和60年 1月 25日 ～同年 3月 20日

古墳時代前期―溝、平安時代後期―井戸・小穴・溝、鎌倉時代―溝。

出土量  コンテナ 5箱

時期別  古墳時代前期―庄内式土器、平安時代後期～鎌倉時代―土師器、

瓦器
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第 6次調査

調査地     南小阪合町 4丁 目・山本町南 8丁 目

調査面積    約2743m2

調査期間    昭和60年 7月 15日 ～同年12月 28日

検出遺構    古墳時代前期―土抗 7基・小穴 3個 。溝11条、古墳時代中期―井戸 1基・

土坑 3基・溝 7条、鎌倉時代―土坑 1基・水田 2筆・溝28条、室町時代―自

然1可 チI11条

出土遺物    出土量  コンテナ10箱

時期別  弥生式土器―畿内第Ⅱ様式 。畿内第Ⅲ様式 。畿内第Ⅳ様式・畿

内第V様式、庄内式土器・布留式上器・土師器・黒色土器・瓦器 。磁器、

昭和61年度 (第 7・ 8次調査)

第 7次調査

調査地     小阪合町 1丁 目

調査面積    約480ポ

調査期間    昭和61年 4月 5日 ～同年 8月 8日

検出遺構    室町時代―河川 1条

出土遺物    出土量  コンテナ 2箱

時期別  弥生時代中期―畿内第Ⅲ・Ⅳ様式、弥生時代後期―畿内第V様

式、古墳時代前期―庄内式土器、古墳時代中期一土師器・須恵器、鎌倉時代

～室町時代―瓦器・磁器

第 8次調査

調査地     青山町 1・ 2丁 目

調査面積    約998m2

調査期間    昭和61年 8月 25日 ～同年12月 10日

検出遺構    弥生時代後期―土坑、古墳時代前期―土坑・溝、古墳時代中期―土坑 。

溝 。自然河川、奈良時代―溝、平安時代後期～鎌倉時代前期―井戸・土坑・

小穴・溝、鎌倉時代後期～室町時代―井戸 。小穴・溝

出土遺物    出土量  コンテナ60箱

時期別  弥生時代後期―畿内第V様式、古墳時代前期―庄内式土器・布

留式土器、古墳時代中期―土師器・須恵器、古墳時代後期―土師器・須恵器、

-8-



昭和62年度

第10次調査

調査地

調査面積

調査期間

検出遺構

出土遺物

第13次調査

調査地

調査面積

調査期間

検出遺構

出土遺物

第16次調査

調査地

調査面積

調査期間

検出遺構

出土遺物

第 1節 調査の成果

平安時代前期―黒色土器、平安時代～鎌倉時代―土師器 。瓦器・磁器、

(第 10。 13,16次調査 )

南小阪合町 1丁 目・青山町 3・ 5丁 目

1023m2

昭和62年 8月 1日 ～同年10月 31日

弥生時代後期―土坑・溝、古墳時代前期―土坑・溝・土器集積、自然河川、

古墳時代中期―土坑・小穴・溝、平安時代―土坑

出土量  コンテナ20箱

時期別  畿内第V様式・庄内式土器・布留式上器・土師器 。須恵器・瓦

器 。青銅品

青山町 5丁 目

約300ポ

昭和62年 11月 9日 ～同年12月 28日

弥生時代後期―小穴 3個、溝 4条、古墳時代前期―土坑 8基・溝25条・土器

集積 1箇所、小穴51個、自然河川 1条、古墳時代中期―土坑12基・小穴55個 。

溝 6条、平安時代―土坑 1基、鎌倉時代―土坑 1基、溝52条 、江戸時代 1条

出土量  コンテナ15箱

時期別  弥生時代後期―畿内第V様式、古墳時代前期―庄内式土器・布

留式土器、古墳時代中期―土師器・須恵器、鎌倉時代―瓦器

青山町 4・ 5丁目、山本町南 8丁 目

約500m2

昭和63年 8月 1日 ～10月 1日

弥生時代後期―土坑 2基、溝 3条、古墳時代前期―河川 7条・土器集積遺

構 1箇所、鎌倉時代―溝lo条、江戸時代―土坑 1基、溝 1条

出土量  コンテナ 7箱

時期別  古墳時代前期―庄内式上器・布留式土器、中期―土師器、須恵
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器、平安時代―土師器、鎌倉時代一土師器、瓦器

以上、当遺弥で実施した発掘調査の成果である。

これらの調査成果によつて、当遺跡の各時代に歩んできた痕跡が大間かなではあるが明らか

になった。その成果について最終報告でまとめてみた。今後、当遺跡を調査するに当り、その

資料となればと考える。

-10-



第 1節 調査の概要

第 4章 第 8次調査

第 1節 調査の概要

今回の発掘調査は、昭和57年度から継続事業として実施している人尾都市計画事業南小阪合

土地区画整理事業に伴うもので、当調査研究会が小阪合遺跡内で実施 した第 8次調査に当たる。

調査地は、区画整理事業区域内の北西部に当たる青山町 1・ 2丁 目内に所在する。旧地名で

は、成法寺・屋敷跡の小字名がみられるところである。調査区は区画街路計画予定地の第 1号

線 (第 1調査区)。 第 2号線 (第 2調査区)。 第 3号線 (第 3調査区)。 第4-1号線 (第 4

調査区)。 第13号線 (第 5調査区)の 5箇所である (第 3・ 4図 )。 調査は、道路敷下の中心

にした2.5m幅の トレンチを設定した。各調査区の長さ・面積などは、第 1章の第 1表のとお

りである。調査区では、現状の土地利用の条件により、発掘調査ができなかった箇所が一部あ

る。まず、第 1調査区は、北部で農業用水として使用 している井戸小屋があり、その部分を外

して トレンチを設定した。第 2調査区と第 3調査区では、 トレンチの中央部付近に東西方向の

里道 (幅 1～ 1.5m)が横断し、その下にはガス・水道などの公共施設が埋設されており、調

査の対象外とした。また、各調査区では、検出遺構の状況から一部拡張を実施 している。第 3

調査区の南部・第 4調査区の東部では最大限の拡張を実施した。以下、調査の結果について記

す。

当調査研究会

① 第10次調査 (昭和62年度)

② 第12次調査 (昭和62年度)

③ 第16次調査 (昭和63年度)

④ 第18次調査 (平成元年度)

大阪府教育委員会

⑤ 昭和59年度調査

大阪府教育委員会

⑥ 昭和58年度調査

⑦ 昭和61年度調査

③ 平成元年度調査
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第 1節 調査の概要
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第 2節 第 1調査区

今回の調査で最も西側に設定した調査区で、区画整理事業区域内の北西部に位置する南北に

長い調査区 (約 120m)で ある。調査面積は約240ポ を測る。

I 基本層序

当調査区内で調査 した現地表から約1.5mま でに存在する土層内で普遍的にみられる 5層 を

摘出して基本層序とした (第 5図 )。 現地表面は、標高8.3～ 8,4mを 測る。以下、各層につい

て記す。

第 1層  耕土 :層厚20cm。 調査前までの耕作土である。

第 2層 茶褐色微砂 :層厚10～ 15cm。 南部にはなく、北部にだけ堆積する土層である。

第 3層 暗灰褐色砂礫混細砂 :層厚10～ 15cm。 土層内には古墳時代～江戸時代に比定される

遺物が含まれている。

第 4層  黄灰色砂礫混砂質土～暗灰茶色砂質土 :層厚25～ 50cm。 この上面から平安時代末期

～鎌倉時代初頭に比定される遺構を検出した。土層内には古墳時代～平安時代末期

に至る土器類が多量に含まれている。土器には検出遺構とほぼ同時期のものが含ま

れており、この時期に整地したものであろう。標高は8,0～ 8.lmを 測る。

第 5層 暗灰茶色粗砂～黄灰色粘質シル ト:層厚60cm。 この上面から古墳時代中期～平安時

代末期に比定される遺構を検出した。標高は7.7mを 測る。

第 5図 基本層序柱状図 (S=1/40)
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第2節 第1調査区

Ⅱ 検出遺構・ 出土遺物

第 5層上面 (第 1調査面)と 第 4層上面 (第 2調査面)の 2面 を調査 した。その結果、第 1

調査面では、古墳時代前期に比定される土坑 1基 (SKl)、 古墳時代中期から後期に比定さ

れる土坑 5基 (SK2～ SK6)・ 溝 1条 (SDl)、 奈良時代に比定される溝 2条 (SD

2・ SD3)を 検出した。第 2調査面では平安時代末期～鎌倉時代初頭に比定される井戸10基

(SEl～ S E10)・ 土坑 3基 (SK7～ SK9)・ 小穴132個 (SPl～ S P132)。 溝22条

(SD4～ S D25)を 検出した (第 6図 )。 以下、各調査面で検出した遺構・遺物について記

す。なお、個々の遺物については第 6節 出土遺物観察表にまとめた。

A'

1)第 1調査面 (古墳時代前期～後期)

土坑 (SK)

SKl

Aエ ー il区で検出した土坑である。西

部は調査区外に至 り、平面の形状は、不明

である。規模は検出部で、東西 lm以上、

南北1.04m以上、深さ15mを 測る。断面は、

逆台形を呈する。堆積土は、黄灰色シルト

の 1層 である (第 7図 )。 遺物は、内部か

ら古墳時代前期 (庄 内式新相～布留式古

相)に比定される庄内式甕 _(1)の小片が

ごく少量出土 している (第 8図 )。

SK2

AⅡ ― el区で検出した土坑で、SD

3,S P17に 切られている。東西はともに

調査区外に至 り、平面の形状は、不明であ

る。規模 は検 出部 で、東西 2m、 南北

1.9m、 深さ8～ 10cmを 測る。断面は、浅

い半円形を呈する。堆積土は、上方から黄

褐灰色粗砂・褐灰色粗砂混粘土・黄灰色シ

ル トの 3層 に分かれる。遺物は、内部から

古墳時代中期に比定される土師器の高杯・

須恵器の甕などの小片が少量出土している。

0            1m
J

第 7図  SKl平 断面図

7.70rn

1 責灰色ンル ト
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20cm

第 9図  SK3出 土遺物実測図

SK3

AⅡ ― jl区 で検出した土坑で、SE6・ S P55・ S P56に切られている。東西はともに調

査区外に至 り、平面の形状は不明である。規模は検出部で、東西 2m、 南北4.4m、 深さ25cm

を測る。堆積土は、暗灰茶色粘質土の 1層 である。遺物は北部の底面付近を中心として古墳時

代中期に比定される土師器の壷・甕 (2)・ 杯 (3)。 高杯 (4～ 6)、 須恵器 (I型式 3～

4段階)の鉢 。高杯 (7)等の小片が少量出土している (第 9図 )。

SK4

BⅡ ―al区で検出した土坑である。平面

は楕円形を呈する。規模は検出部で、東西約

2m、 南北1.7m、 深さ14cmを 測る。断面は、

浅い半円形を呈する。堆積土は、暗灰茶色粘

質土の 1層 である。遺物は、内部から古墳時

代後期に比定される土師器の鉢 (8)、 須恵

器の小片がごく少量出土している (第 10図 )。

8

1 0cm 0                    1 ocm

第11図  SK5出 土遺物実測図第10回  SK4出 土遺物実測図
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第2節 第 1調査区

SK5

BⅡ ― Cl区で検出した土坑である。 SE8・ S P122～ S P125。 S D25に 切 られている。

東西は調査区外に至 り、平面の形状は不明である。規模は検出部で、東西 2m、 南北 3m、 深

さ10cmを 測る。断面は、浅い逆台形を呈する。堆積土は、茶灰色粘質土の 1層 である。遺物は、

内部から古墳時代後期 に比定される土師器、須恵器 (Ⅱ 型式 2～ 4段階)の杯身 (9)・ 高

杯・奏 (10)の小片が少量出上 している (第 11図 )。

SK6

BⅡ ― Cl～ dl区 で検出した土坑である。 SE9。 S E10。 S P126～ S P131・ S D25に

切 られている。東西は調査区外に至 り、平面の形状は不明である。規模は検出部で、東西 2m

以上、南北4.46m、 深さ20cmを 測る。断面は、浅い半円形を呈する。堆積土は、茶灰色砂質土

の 1層 である (第 12図 )。 遺物は、内部から古墳時代後期に比定される土師器の甕 (11)。 鉢

(12)・ 羽釜 (13)・ 甑、製塩土器、須恵器 (Ⅱ 型式 2～ 4段階)の杯蓋・杯身 (14～ 19)・

高杯・鉢 (20)。 甦 (21)な どの小片が少量出土 している (第 13図 )。

2m

第12図 SK6平画図
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弱 20

20cm

第13図 SK6出土遺物実測図

清 (SD)

SDl

AⅡ ― fl区で検出した南北方向に伸びる溝である。規模は西側が調査区外に至 り、溝幅は

不明である。中央部付近でSE2に 切 られている。深さは15cmを 測るが、西へ傾斜 してお り、

最深はもっと西側で深 くなるであろう。堆積土は、灰茶色細砂混シル トの 1層 である。遺物は、

内部から古墳時代後期に比定される土師器・須恵器の小片がごく少量出土 している。

SD2

Aエ ー dl・ el区で検出した。方向は北より西へ10度振ってお り、南北はともに調査区外

に至る。北東部ではSP4に 切 られている。規模は検出部で、幅 1～ 1.2m、 深 さ20～ 25cmを

測 り、東側が浅 くテラス状になり、西側では、断面半円形で深 くなっている。堆積土は、淡茶

褐色粘質土・淡褐色粗砂・淡褐灰色細砂混シル トの 3層 に分かれ、底面付近には粗砂のプロッ

クがい くつかみ られる。遺物は、内部から奈良時代 に比定される土師器の甕 (22～ 24)・ 鉢

(25)・ 杯 (26)・ 高杯 (27)。 羽釜 (28～ 30)、 須恵器 (Ⅳ 型式 1～ 3段階)の杯蓋 (31・

32)。 壺 (33)な どの土器片が少量出土 している (第 14図 )。

SD3

AⅡ ― el・ fl区で検出した。方向はSD2と 同一方向である。SK2を 切 り、S Pll・

―…20-



第 2節 第 1調査区
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SD2出土遺物実測図
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S P14・ S P15に切られる。南北はともに調査区外に至る。規模は検出部で、幅35～ 50cm、 深

さ10～ 1 5cmを 測る。堆積土は、黄灰色粗砂混シル トの 1層 である。遺物は、内部から奈良時代

に比定される土師器 。須恵器の小片がごく少量出土している。

井戸 (SE)

SEl

AⅡ ―Cl区で検出した素掘 り井戸で、SD4を 切っている。平面は検出部で半円形を呈 し、

東部は調査区外に至る。規模は検出部で、東西80cm、 南北径1.56m、 深さ83～ 92cmを 測る。

断面は、逆台形を呈する。堆積土は、暗灰色粗砂混砂粘土 。暗灰色シル ト混粘土の 2層である

(第 16図 )。 遺物は、堆積内から平安時代末期に比定される土師器の小皿 (34～ 39)・ 鉢・瓦

器の椀 (40～ 48)な どの破片が少量出土している (第 15図 )。 瓦器椀 tよすべて和泉型である。

SE2

AⅡ ― fl区で検出した素掘 り井戸で、SDlを 切っている。平面は検出部で半円形を呈し、

西部は調査区外に至る。規模は検出部で、東西0。 5m以上、南北1.38m、 深さ60cmを 測る。断

面は、逆台形を呈する。堆積土は、上方から淡茶褐色砂礫混粘質土 。黄褐色粗砂混粘質土 。茶

褐色シルト・淡灰色砂質土の 4層 に分かれる (第 17図 )。 遺物は、内部から古墳時代後期に比

定される土師器 。須恵器、平安時代末期に比定される瓦器椀の小片がごく少量出土 している。

N6 7 7             N676

1   1   
Ⅳ

V

狂
1

ワ

荻 2彦

1

2

暗灰色粗砂混砂粘土

暗灰色粗シル ト粘土

第15国  SEl平断面図
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7

Cm

第16図  SEl出 土遺物実測図

⑬ N+4

二推定甦とが
|

7,70m

1 淡茶褐色砂穣混砂軍土

2 黄褐色粗砂混砂質士

3 茶褐色ンル ト

4 淡灰色砂質土

0           1m

第17国  SE2平 断面図

4
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第 2節 第 1調査区

SE3

Aコ ーgl区で検出した曲物を

備えた井戸である。掘形の平面は

ほぼ八角形を呈し、 S P32・ SP

34を 切っている。規模は検出部で、

東西径1.58m、 南北径1.59m、 深

さ93cmを測る。掘形の断面は逆台

形を呈し、掘形の中央部付近には

井戸側として曲物が設置している。

曲物は平面円形を呈 し、 2段重ね

である。規模は上段が径50cm、 高

さ10clll、 厚み 7 mln、 下段が径50cm、

高さ25cm、 厚み 7 nHlを それぞれ測

~36

―-23-―



A'

６３

１

１

7.50m

1 淡茶褐色砂混粘質土

2 濃茶色粘質土

3 淡灰色粗砂

4 淡灰色粗砂

5 淡掲色砂混シル ト

6 淡青灰色粘土

7 茶褐色砂混粘質土

8 灰黒色粘質土

9 褐色砂混シル ト

10 暗青灰色粘土

ヒ _¬ ‖
m

第18図  SE3平 所画図

0               1 0cm

第19図  SE3出 土遺物実測図

る。堆積土は、掘形が上方から淡茶褐色砂混粘質土・濃茶色粘質土・淡灰黒色粘質土・淡灰色

粗砂・淡褐色砂混シル ト・淡青灰色粘上の 5層で構成され、曲物内も上方から茶褐色砂混粘質

土・灰黒色粘質土 。暗褐灰色粘質シル ト・暗青灰色粘土の 5層 に分かれる (第18図 )。 遺物は、

掘形内から土師器の小片、曲物内から平安時代末期に比定される土師器の小皿 (49～ 53)。 中皿

(54・ 55)、 瓦器の小皿 (56)。 椀 (57・ 58)な どの破片が少量出上 している (第 19図 )。

SE4

AI― hl区で検出した素掘 り井戸である。平面は検出部で半円形を呈 し、東部は調査区外

に至る。SK7・ S P39に切られ、S P38を切っている。規模は検出部で、東西径70cm、 南北

径1.08m、 深さ54cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、茶灰褐色粘質土・黒灰色粘

上の 2層 に分かれる (第20図 )。 遺物は、内部から古墳時代後期～平安時代末期に比定される

土師器、須恵器の養などの小片が少量出土している。
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N628

|

④
市

0           1m

第20回  SE4平 断面図

A'

A'

1 茶褐色砂質土

2 暗褐色砂際混砂質土
3 黄褐色砂質土

4 淡褐色粘質土

5 暗茶灰色シル ト

6 暗茶灰色組砂混シル ト

7 淡青灰色粘質土

0            1m

第21図  SE5平 断面図

第 2節 第 1調査区

SE5

AⅡ ―hl区で検出した素掘 り井戸であ

る。平面は検出部で半円形を呈する。東部

はS P40。 SD6を 切 り、西部は調査区外

に至る。規模は検出部で、東西42cm以 上、

南北92伽 、深さ64cnを 測る。断面は、逆台

形を呈する。堆積土は、上方から茶褐色砂

質土・暗褐色砂礫混砂質土・黄褐色砂質

土・淡褐色粘質土・暗茶灰色シルト・暗茶

灰色粗砂混シル ト・淡青灰色粘上の 7層で

構成されている (第 21図 )。 遺物は、内部

から平安時代末期に比定される土師器・瓦

器の椀などの小片がごく少量出土している。

N69 ~

Ａ

一７
．

８０ｍ

茶褐色粘質土

暗灰青色粘質土

暗灰色粘質土

青灰色シル ト混粘土

暗青灰色混粘質土

暗灰青色粘質土

lm

-25-

第22図  SE6平 断面図



SE6

AⅡ ― ,1区の東壁付近で検出した。東部は調査区外に至るため、この井戸の部分だけの拡

張を実施した。その結果、山物を備えた井戸であつた。掘形の平面はほぼ円形を呈し、中央部

付近には井戸側として曲物が設置されていた。曲物の平面は円形を呈し、二段童ねである。規

模は検出部で、掘形は上段が径40cm、 高さ20cm、 厚み

6 mln、 下段が径40cm、 高さ20cm、 厚み 6 11ullを それぞれ

測る。堆積土は、掘形が上方から茶褐色粘質土・暗灰

青色粘土・暗灰色粘土・青灰色シル ト混粘上の 4層 で、

曲物内が暗青灰色粘質土・暗灰青色粘質土の 2層 に分

かれる (第22図 )。 遺物は、曲物内から平安時代中期

に比定される黒色土器の椀 (59)な どの小片がごく少

量出土している。59の 底部の外面には墨書が記されて

いるが、一部分であるた

め、解読 は不明である

(第 23図 )。

SE7

BⅡ ―al区で検出し

た素掘 り井戸である。平

面の形状は検出部で半円

形を呈し、東部は調査区

外に至る。規模は検出部

で、東西80cm以 上、南北

径2.08m、 深さ60cmを 測

る。断面は逆台形を呈す

る。堆積土は、上方から

暗灰茶色微砂質土 (炭を

含む)・ 暗灰褐色シル ト

混砂質土 (炭を含む)・

明灰茶色シル ト混微砂質

土・暗灰褐色粘質シル

ト・暗褐色粘質シル ト混

砂質土・暗灰褐色粘質シ 第24図  SE7平断面図
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(炭化物含む)

2 暗灰掲色シルト混砂質土

(炭化物合むテ

3 明灰茶色シルト混微砂質土

4 暗灰色粘質シルト

5 皓褐色粘質シルト混砂質土

6 暗灰褐色柏買ンルト混油質土

11

黒掲色シル ト混粕員土

暗青灰色シル ト混粘土

黄灰色シル ト

暗灰茶色粘質土

暗青灰粘土

青灰色シル ト混粘土

0            1m

7

8

9

10

11

12



第2節 第1調査区

ル ト混砂質土・黒褐色シル ト混粘質土 。暗青灰色シル ト混粘土・黄灰色シル ト・暗灰茶色粘質

土・青灰色シル ト混粘上の12層 に分かれる (第24図 )。 これらは薄い三日月形に堆積している。

遺物は、内部から平安時代末期に比定される土師器の奏、須恵器の発、瓦器の小片が少量出土

している。

SE8

BI― Cl区で検出した素掘 り井戸で、SK5を 切っている。調査区内では半分の検出であ

り、この井戸の全容を掴むため東側へ拡張した。その結果、平面の形状は、ほぼ円形を呈する。

規模は検出部で、東西1.07m以 上、南北径1.39m、 深さ96cmを 測る。断面は逆台形を呈し、底

面付近には帯水があったようで、その水位によって一部えぐれた部分がみられる。堆積土は、

灰掲色粘質シル トの 1層 である (第25図 )。 遺物は、内部から平安時代末期に比定される土師

器のミニチュアの高杯 (60)・ 小皿 (61～ 63)・ 台付小皿 (64・ 65)。 中皿 (66・ 67)・ 壷・

羽釜 (74)、 須恵器のミニチュアの壺 (75)。 甕、瓦器の小皿 (68～ 70)・ 椀 (71～ 73)の破

片が少量出土している(第27図 )。 出土遺物内にはミニチュア土器が含まれており、この井戸が

廃絶される時に行われた祭祀用土器ではないかと考えられる。

W97  A

灰褐色粘質シル ト

灰色糧砂

灰色粕土

0           1m

第26図  SE9平 断面図

A'

1 灰褐色粕質シル ト
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第27図  SE8出土遺物実測図

SE9

Bコ ー Cl区で検出した素掘 り井戸で、古墳時代後期のSK

6を 切っている。東部は拡張を実施 して井戸の全容を完掘 した。

その結果、井戸側 として曲物を備えた井戸であつた。掘形の平

面は円形を呈 し、東西78cm、 南北80cm、 深さ80cmを 測る。断面

は、逆台形を呈する。曲物は一段だけの検出である。平面は円

形で、径40cm、 高さ20cmを 測る。厚みは 6 mmである。堆積土は、

井戸側内が灰黒色粘泥土の 1層 で、掘形が上方から灰褐色粘質

シル ト・灰色粗砂・灰色粘土の 3層 に分かれる (第 26図 )。 遺

物は、掘形から古墳時代後期に比定される土師器の高杯、須恵

7

0                    1 0Cm

第28図  SE9出 土追物実測図
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器の杯蓋・奏、井戸側内から平安時代末期に比定される土師器の小皿 (76～ 80)な どの小片が

少量出土している (第28図 )。

S E10

BⅡ ―dl区で検出した素掘 り井戸である。北部はSK6を 切 り、東部は調査区外に至る。

平面は検出部で半円形を呈 し、東西1.45m以上、南北2,2m、 深さ71cmを 測る。断面は逆台形

を呈する。堆積土は、淡灰茶褐色粗砂混粘質土・暗灰褐色シル ト混粘土 (炭 を含む)。 暗灰茶

褐色粗砂混粘質土・青灰色粘土の 4層 で、底部付近に径20cm前 後の石が 4点検出している (第

29図 )。 遺物は、内部から平安時代末期に比定される土師器の小皿、瓦器の小皿 (81)・ 椀

(82～ 84)な どの小片が少量出土している (第 30図 )。

“

―
―
―

Ｎ硝

―

―

淡灰茶掲色粗砂混粘質土

暗灰褐色シル ト混粘土 (炭 を含む)

暗灰茶褐色粗砂混粘質土

青灰色粘±      0

第29図  S E10平断面図
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第30図  S E10出 土遺物実測図

土坑 (SK)

SK7

AⅡ ― hl区で検出 した土坑である。 S P39に 切 られ、 S

E4を 切 り、東部は調査区外に至る。平面は検出部で半円形

を呈 し、東西58cm、 南北1.28m、 深さ20cmを 測る。断面は逆

台形を呈 し、底面に若千の起伏が見られる。堆積土は、暗灰

褐色砂質上である。遺物は、内部から平安時代末期に比定さ

れる土師器の杯 (85)な どの小片が少量出土 している (第 31図 )。

20cm

0                1ocm

第31図  SE7出 土遺物実測国
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第 2節 第 1調査区

SK8

BⅡ ―bl区 で検出した土坑で、 S P85。 S P88・ S P91・ S P92に切られる。平面は不定

形を呈 し、東部は調査区外に至る。規模は検出部で、東西1.6m、 南北1.4m、 深さ1lcmを 測る。

断面は浅い半円形を呈する。堆積土は、暗灰黄褐色シル トである。遺物は出土 していない。

/1ヽ穴 (SP)

SPl～ S P132

調査区で132個 を検出した。平面の

形状には円形のもの31個、楕円形のも

の21個、隅九方形のもの 3個、方形の

もの24個、不定形のもの 1個、不明

(調査区外に至る)の もの52個がある。

規模は20～ 35cmの小さいものと、36～

74cmの大きいものに分けられる。断面

の形状には、逆台形と逆凸形を呈する

2つの形がある。逆凸形のものは柱の

抜き穴と考えられる柱痕で、構造物に

関連するものであろう。しかし、調査

区が小規模で限定されているため、規

則的な配列は見られなかった。また、

Aコ ー ,1区 で検出したS P55は 、他

の小穴とはやや異なる (第 32図 )。 底

面にはチョンナのようなもので削って

できた木暦が敷き詰めており、性格と

しては貯蔵庫のような機能もつもので

ある。敷かれている木暦は貯蔵物のク

ッション的な役目と保存する 2つ の機

能があるものと考えられる。

1 暗灰茶色粘質土

0                  50cm

第32図  S P55平断面図

て 丁 瓦 7

くく【IIIIIIIΞ Ξ三二ニララ
フ′

88

第33図  S P69(86)S P13(87)
S P120(88)出土通物実測図

VV96 -

A

7.50m

遺物は、小穴内から古墳時代後期～鎌倉時代初頭に

至る土器の小片がごく少量の出土であり、詳細なこと

は不明であるが、これらの小穴のかなり時期幅があり、

大きく2つ に分かれる。古墳時代後期～奈良時代に比

定されるものと平安時代末期～鎌倉時代初頭に比定さ
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れるものである。図示できたものは第33図の 3点だけである。 S P69(86)は 古墳時代後期に

比定される須恵器 (■ 型式 4段階)の杯蓋、 S P13(87)と S P120(88)|よ 鎌倉時代初頭に

比定される土師質小皿である。

なお、個々の小穴の法量などについては第 2表に記 した。

第 2表 小穴 (SP)一覧表 * 単位 i cm

遺構番号 地 区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

SPl AⅡ ―c 楕円形 逆台形 25～ 35 3 暗灰褐色細砂混シルト

SP2 AI― c 円 形 逆台形 2 暗灰褐色細砂混シルト SDlを 切る。

SP3 AⅡ ―d 隅九方形 逆台形 26～ 30 0 暗灰褐色細砂混シルト 根石 (18× 9× 4)

SP4 AⅡ ―d 楕円形 逆台形 42～ 46 5 暗灰褐色細砂混シルト SD2を 切る。

SP5 AⅡ ―d 逆凸形 60以上 暗灰褐色細砂混シルト

SP6 AⅡ ―e 逆台形 42以上 暗灰禍色細砂混シルト

SP7 AⅡ ―e 隅九方形 逆台形 36～ 38 11 暗灰禍色細砂混シルト

SP8 AⅡ ―e 楕円形 逆凸形 26～ 30 暗灰褐色細砂混シルト 柱根 (径 10)

SP9 AⅡ ―e 円 形 逆台形 17 暗灰褐色細砂混シル ト

S P10 AⅡ ―e 円形 逆台形 暗灰褐色細砂混シル ト

SP AⅡ ―e 逆台形 4 暗灰褐色細砂混シルト SD3を 切る。

S P12 AⅡ 一e 円 形 逆台形 0 暗灰褐色細砂混シルト SD3を 切る。

S P13 AⅡ ―e 隅九方形 逆台形 28～ 54 2 暗仄褐色細砂混シルト

S P14 AⅡ ―e 楕円形 逆台形 30～ 36 15 暗灰褐色細砂混 シル ト SD3を 切る。

SP 5 AⅡ ―e 円 形 逆台形 3 暗灰禍色細砂混シルト SD3を 切る。

S P16 AⅡ ―e 円形 逆台形 8 暗灰褐色細砂混シルト

S P17 AⅡ ―f 円 形 逆台形 暗仄褐色細砂混シルト SKlを 切る。

S P18 AⅡ ―f 楕円形 逆台形 20～ 24 暗灰掲色細砂混シル ト

S P19 AⅡ 一f 楕円形 逆台形 15～ 20 9 暗灰褐色細砂混シル ト

S P20 AⅡ 一f 楕円形 逆台形 30～ 38 暗灰褐色細砂混シル ト

S AⅡ 一g 逆台形 暗灰褐色細砂混ンルト S P22を 切る。

S P22 AⅡ ―g 逆台形 20以上 暗茶灰色粘質シルト

S P23 AⅡ -8 円 形 逆台形 暗茶灰色粘質シル ト

S AⅡ ―g 円形 逆凸形 48～ 50 茶灰色砂質土 柱根 (径 14～ 20)

S P25 AⅡ ―g 逆台形 64～ 92 茶灰色砂質土 Sう 26と 切り合う。

S P26 AⅡ ―g 逆台形 48以上 暗灰褐色シルト 柱根 (径21～ 31)

S P27 AⅡ -8 長楕円形 逆凸形 40～ 74 暗灰褐色シル ト S D25と 切 り合 う。

S P28 AⅡ ―g 円 形 逆台形 52～ 58 暗灰褐色シルト

S P29 AⅡ ―gl 円 形 逆台形 暗灰褐色 ンル ト

S P30 AⅡ ―g 円 形 逆台形 暗灰褐色シル ト

S P31 AⅡ ―g 楕円形 逆台形 40-48 暗灰褐色シルト S P32を 切る。

S P32 AⅡ ―gl 逆台形 40以上 暗灰褐色砂質シルト SE3・ S P311

切 られる。

S P33 AⅡ 一g 逆台形 黄禍色 シル ト 調査区外に至る。

S P34 AⅡ ―g 逆台形 暗灰褐色シルト SE3に 切 られる。

S P35 AⅡ ―g 逆台形 明責褐色砂質土 調査区外に至る。

S P36 AⅡ ―g 楕円形 逆台形 黄褐色砂質土 調査区外に至る。

S P37 AⅡ ―g 逆台形 黄灰色砂質土 調査区外に至る。

S P38 AⅡ ―h 逆台形 34～ 36 暗茶色ンルト
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第2節 第 1調査区

* 単位 :cm

遺構番号 地 区 平 面 形 断 面 形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S P39 A Ⅱ ― hl 逆台形 38以上 暗茶灰色シル ト SE4・ SK7に られる。

AⅡ ―H 方形 逆台形 25～ 48 暗茶仄色シル ト SE5に 切 られる。

S P41 AⅡ ―H 楕円形 逆台形 24～ 34 暗茶灰色シルト

S P42 AⅡ ―hl 逆台形 黄褐色粘質シル ト S P43を 切る。

S AⅡ 一H 逆台形 暗茶灰色ンル ト 調査区外に至る。

S P44 AⅡ ―hl 逆台形 40～ 44 暗茶灰色 シル ト S P42に 切 られる。

S P45 AⅡ ―hl 逆台形 28養大」L 8 暗茶仄色シル ト S P47を 切る。

S P46 AⅡ ―H 逆台形 茶灰掲色粘質土 調査区外に至る。

S P47 AⅡ ―H 逆台形 茶褐色シル ト 調査区外に至る。

S P48 AI一 il 逆台形 淡責灰色粘質土 S P44に 切 られる。

S P49 A ] 一il 逆台形 暗茶灰色シルト SD3を 切る。

S P50 AI― il 円形 逆台形 暗茶灰色シル ト SD9に 切 られる。

S P51 AI― il 楕円形 逆台形 24～ 32 暗茶灰色シルト

S P52 AⅡ -11 円 形 逆台形 暗茶灰色シル ト S D13を 切る。

S P53 AⅡ -11 逆台形 淡責灰色粘質土 調査区外に至る。

S P54 AI― il 隅九方形 逆台形 暗灰茶色粘質土

S P55 A Ⅱ ―jl 隅丸方形 逆台形 暗灰茶色粘質土 底面に木くず。

S P56 AI一 1 逆台形 12 暗灰茶色シル ト

S P57 AⅡ ― 1 逆台形 11 暗灰茶色シル ト S D15底 面で検出。

S P58 AⅡ 一 1 隅九方形 逆台形 58～ 76 暗褐灰色シルト

S P59 AI― 1 隅丸方形 逆台形 68～ 70 暗褐灰色シル ト S D15・ 16を 切る。

S P60 AI― 逆台形 16 暗灰茶色シル ト S D15に 切 られる。

AI― ,1 逆凸形 暗灰茶色シルト S D15に 切られる。

柱痕 (径23)。

S P62 AⅡ ―,1 隅丸方形 逆台形 44々V48 暗灰茶色シル ト S D16に 切 られる。

S P63 A ―jl 逆台形 暗掲灰茶色シル ト S D15,17に 切 られる。

S P64 AI― jl 隅丸方形 逆凸形 54´ヤ56 暗茶灰色シルト S D16に 切 られる。

S P65 AⅡ ―al 逆凸形 明責褐色微砂混粘質土

S P66 AⅡ ―al 逆凸形 明黄褐色微砂混粘質土 調査区外に至る。

S P67 AⅡ ―al 円 形 逆台形 暗茶灰色シル ト

S P68 A I 一aユ 逆凸形 暗茶灰色シル ト S P69に 切 られる。

S P69 A I ― al 隅九方形 逆台形 78-88 暗茶褐色シル ト S D16に 切 られる

S P70 A Ⅱ ― al 円 形 逆凸形 44´▼46 暗茶灰色シル ト

S AⅡ ―aユ 円 形 逆台形 26´ヤ28 暗茶灰色シル ト S D19に 切 られる

S P72 AⅡ ―al 隅丸方形 逆台形 20々ヤ30 暗茶仄色 シル ト S D19に 切 られる

S P73 AⅡ ―al 隅九方形 逆台形 22～ 32 暗茶灰色シル ト S D19に 切 られる

S P74 AⅡ ―al 逆凸形 暗茶灰色シル ト 西吉Lは 撹舌ししている

S AⅡ 一al 逆凸形 50以上 暗茶灰色シルト 1ヒξトイよ撹舌としている
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* 単位 :伽

遺構番号 地 区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆 積 土 備 考

S P76 A Ⅱ―al 逆台形 暗茶灰色 シル ト 調査区外に至る。

S P77 B Ⅱ―bl 円形 逆台形 暗茶灰色粘質ンルト

S P78 BI― bl 隅九方形 逆台形 68～ 76 暗茶灰色シル ト

S P79 BI― bl 長方形 逆台形 30～ 42 暗茶灰色シル ト

S P80 BI一 bl 逆台形 暗茶灰色シルト S P31を 切り、西部

は調査区外に至る。

S P81 BI一 bl 逆台形 44 暗茶禍色細砂混シル ト S P80,83に切 られる

S P82 BI― bl 逆台形 暗茶灰色シル ト S P83・ 84に 切 られる

S P83 BI一 bl 逆台形 暗茶褐色細砂混シルト S P82を 切 りS P83

切られる。

S P84 BI― b 暗茶褐色細砂混シルト S P82・ 83を 切 られる。

S P85 BI― b 楕円形 逆凸形 43～ 76 暗茶灰色シル ト SK8を 切る。

S P86 BⅡ 一b 隅九方形 逆方形 46～ 56 暗茶灰色シル ト S P87を 切る。

S P87 BⅡ ―bl 暗茶仄色 シル ト S P86に 切られ、西部は

調査区外に至る。

S P88 BI― b 長方形 逆台形 38～ 48 暗茶灰色シルト SK8を 切る。

S P89 BI― b 逆台形 暗茶灰色シル ト 調査区外 に至る。

S P90 BⅡ ―b 方 形 逆台形 暗茶灰色シル ト

BⅡ 一b 不定形 逆台形 54～ 70 暗茶掲色 シル ト SK8を 切る。

S P92 BⅡ ―b 逆台形 暗茶褐色ンル ト 調査区外に至る。

S P93 BI― b 隅丸方形 逆台形 36～ 42 9 暗茶褐色シル ト

S P94 BI一 b 隅丸方形 逆台形 60～ 66 暗茶褐色シルト

S P95 BⅡ ―b 円 形 逆台形 暗茶褐色シル ト S P96を 切る。

S P96 BI― b 楕円形 逆凸形 74～ 88 暗茶灰色シル ト S P97を 切る。

S P97 BI― b 逆台形 14 暗茶禍色シル ト S P96に 切 られる。

S P98 BⅡ 一bl 逆台形 淡灰茶色シル ト

暗灰黒色シルト

調査区外に至る。

S P99 BⅡ ―b 惰円形 逆台形 18～ 20 6 暗茶灰色シルト S P 100を 切る。

SP BI― b 楕円形 逆台形 8 暗茶灰色シルト S P99に 切 られる。

BI一 b 円 形 逆台形 暗茶灰色シル ト

BI― b 円 形 逆台形 18々-20 8 暗茶灰色シルト

BⅡ ―b 隅九方形 逆台形 20～ 24 9 暗茶褐色シルト SD を切る。

SP BⅡ 一b 隅丸方形 逆台形 36´-52 暗茶灰色シル ト SD を切る。

BI一 b 隅九方形 逆台形 26～ 40 15 暗茶掲色シルト S D21を 切る。

SP BI― b 円形 逆台形 暗茶褐色シルト S D21を 切る。

BⅡ ―b 逆台形 暗茶灰色シルト SD に切 られる。

BI一 c 円 形 逆凸形 20～ 22 暗茶灰色シルト

S P109 BⅡ 一c 楕円形 逆台形 44～ 46 暗茶褐色シルト

S P BI― c 隅丸方形 逆台形 28～ 32 暗茶褐色シルト S P lllに 切 られる。
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* 単位 i cm

遺構番号 地 区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆 積 土 備 考

S P 111 BⅡ 一cl 楕円形 逆台形 暗茶灰色シルト S Pl10を 切り、 SP
l12に 切られる。

SP BI一 cl 円 形 逆台形 204ヤ 22 14 暗茶褐色ンルト S Plllに 切 られ る。

SP BI― cl 円 形 逆台形 18～ 20 暗茶禍色シル ト

SP BI― al 楕円形 逆台形 32-▼ 38 17 暗灰褐色シル ト S D21・ 24を 切る

SP BI― c] 円 形 逆凸形 48-50 暗茶禍色シル ト

SP BI― cl 逆台形 茶灰色砂質土 S P l17に切 られる。

SPユ 17 BI― cl 逆台形 暗茶灰色ンルト S P l16を きり、S Pl

18に 切られる。

SP BⅡ ―c 円 形 逆台形 暗茶掲色シルト S Pl17を 切る。

SP BI一 c 円 形 逆台形 暗灰褐色シル ト

SP BⅡ ―c 逆台形 暗灰褐色シルト SK5を 切る。

SP BⅡ ―c 逆台形 暗茶灰色微砂混粘質土 調査区外に至る。

SP BⅡ ―c 隅九方形 逆台形 32-42 暗茶灰色シル ト SK5を 切る。

S P 123 BI― c 逆台形 暗茶灰色シルト SK5を 切る。

S P 124 BI― c 隅九方形 逆台形 28～ 34 暗茶灰色シルト SK5を 切る。

S P 125 BI― c 逆台形 暗茶灰色シルト SK5を 切る。

S P 126 BI― c 楕円形 逆凸形 28- 36 暗茶灰色シルト SK6を 切る。

S P 127 BⅡ ―c 円 形 逆凸形 24´-28 暗茶仄色ンルト SK6を切る。

S P128 BⅡ 一c 円形 逆台形 暗茶灰色シルト SK6を 切る。

S P 129 BI― c 円 形 逆台形 暗灰褐色シルト SK6を 切る。

S P 130 BI一 cl 逆台形 暗茶灰色シル ト SK6を切 り、SE
に切られる。

S P 131 BⅡ ―d2 隅九方形 逆凸形 92～ 94 暗茶灰色ンルト SK6を 切る。

S P132 BⅡ ―d2 楕円形 逆凸形 46～ 68 暗茶灰色粘質シル ト 近代の濤に切られる。

―-35-―



溝 (SD)

SD4～ S D25

調査区で22条 を検出 した。方向は東―西方向のもの (11条 )、 南―北方向のもの (8条 )、 南

東―北西方向のもの (1条 )、 L字形のもの (1条 )がある。規模 は検出部で、幅20～ 190cm、

深さ 5～ 34cmを 測る。断面は逆台形及び逆凸形を呈 し、平安時代末期の整地層から切 り込んで

いる。堆積土は、暗灰褐色細砂混シル トである。遺物は、溝内から古墳時代中期～鎌倉時代に

至る土師器・須恵器・瓦器などの小片がごく少量出土 している。これらの溝は住居に関連する

排水溝・雨水溝などが考えられる。時期は平安時代末期から鎌倉時代初頭に至るものがある。

以下、個々の溝について第 3表に記す。

第 3表 溝 (SD)一覧表 単位 i cnl

遺構番号 地 区 平 面 形 断面形 幅 深 さ 堆  積  土 備 考

SD4 AⅡ ―cユ 南―北 逆凸形 60～ 120 30～ 34 暗灰茶色細砂 SEl・ S P2を 切 る。

SD5 AⅡ 一fl 南東―北西 逆台形 6～ 9 黄褐色細砂混粘質土

SD6 AⅡ ―hl 南―北 逆凸形 50々-60 8～ 11 暗黄褐色シル ト混粘質」

SD7 AⅡ ―hl 南―北 逆凸形 46～ 56 6～ 12 暗責褐色シル ト混粘質J

SD8 AⅡ ―i] 東―西 逆台形 84～ 98 10～ 16 暗責褐色シル ト混粘質」 S P48に 切られ、S D14

が合流。

SD9 AⅡ ―il 東―西 逆台形 42～ 56 6～ 14 暗責褐色微砂混粘質土 S P49を 切 り、 S D14

が合流。

S D10 AⅡ ― 東 ―西 逆台形 6～ 10 暗黄褐色微砂混粘質土

SD AI― 東 ―西 逆台形 6～ 9 暗黄褐色微砂混粘質土

S D12 AⅡ ― 東―西 逆台形 150-ヤ 190 10～ 12 暗黄褐色微砂混粘質土

S D13 AI― il 東一西 逆台形 30～ 50 8～ 10 暗黄褐色微砂混粘質土 S P52

SD 4 AI― il 南―北 逆台形 8 暗黄褐色微砂混粘質土 SD8・ 9に合流

S D15 AⅡ ―jユ 南―北 逆台形 茶灰色砂質土 S D17と 合流、 S P59

を切る。

S D16 AⅡ ―,1 南―北 逆台形 8～ 11 茶灰色砂質土 S D17と 合流、 S P62

・64を 切る。

S D17 AⅡ ―,1 東―西 逆台形 9 暗灰茶色粘質土 S D15・ 16と 合流。

S D18 AⅡ ―al 東―西 逆台形 7 ～ 11 暗灰茶色粘質土 SD
P17

9。 20と 合流。S

こ切られる。

S D19 Aこ ―al 南 ―北 逆台形 6～ 8 暗灰茶色粘質土 SD
～73

8と 合流、 S P71

と切 られる。

S D20 AⅡ ―al 南一北 逆台形 14´-24 5 暗仄茶色粘質士 SD 8と 合流。

S D21 BⅡ ―bl 菓 一西 逆台形 23々-25 暗オリーブ色シルト S P 103～ 106に 切 られ

る。

S D22 BⅡ ―c] 東―西 逆台形 25～ 50 8～ 12 茶灰色砂質土 S D18と 合流。

S D23 BⅡ ―c] L字形 (東

西と南北)

逆台形 15～ 24 7～ 9 茶灰色砂質土 S D251こ 切 られる。

S D24 BI― cl 東―西 逆台形 32～ 42 6～ 8 茶灰色砂質土 S P l14に切られ、 S
D23と 合流。

S D25 BⅡ ―bl

～ Cl

南―北 逆台形 32´-70 7～ 9 暗オリーブ色シルト SK5・ 6・ S P107

・ S P22を 切る。 SP
103～ 106・ ■4に切 ら

れ、 S D21と 合流。

-36-



第2節 第1調査区

3)遺構に伴わない出土遺物

第 3・ 4層内から弥生時代中期～鎌倉時代に至る遺物が出土 している。出土量はコンテナ箱

にして約 4箱分で、ほとんどが平安時代末期の整地層 (第 4層 )内から出土 した。以下、図示

できたものについて記す。弥生時代のものは、畿内第Ⅳ様式の重 (89)、 畿内第 V様式の壷

(90)・ 甕 (92)である。古墳時代前期のものは、布留式古相の複合口縁壷 (91)・ 奏 (93)。

土錘 (108・ 109)で ある。古墳時代中期のものは、甕 (94～ 96)・ 鉢 (97・ 98)。 杯 (99)。 ミ

ニチュアの三 (100)と 高杯 (101)。 高杯 (102～ 106)・ 製塩土器 (107)、 須恵器 (Ⅱ 型式 2～

4段階)の杯蓋 (110～ 114)・ 杯身 (119～ 121)。 高杯 (135～ 137)・ 甕 (140)で ある。古墳時

代後期のものは、須恵器 (H型式 1～ 4段階)の杯蓋 (引 5～ 118)。 杯身 (122～ 134)・ 甕

(141～ 147)で ある。奈良時代のものは、土師器の鉢 (148～ 153・ 161)。 皿 (154～ 160)。 高

杯 (162～ 165)。 養 (166～ 170)、 須恵器 (Ⅳ 型式 2～ 4段階)の 杯蓋 (171・ 172)・ 杯身

(173)。 重 (138・ 139)で ある。鎌倉時代のものは、土師器の小皿 (174～ 188)。 中皿 (189

～194)。 羽釜 (195)・ 瓦器の枕 (196～ 202)。 青磁器の椀 (203)で ある (第34～ 37図 )。
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第 3節 第 2調査区

第 1調査区から東へ50mに 設定 した調査区で、第 4調査区の中央部から南へ約120m伸 びた

後屈曲し、東へ約40m伸 びるL字形の調査区である。調査面積は約320m2を 測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表下約1.5mに 存在する土層内から普遍的に見られる 7層 を摘出し

て基本層序とした (第 38図 )。 現地表高は、標高8,2～ 8,6mを 測る。以下、各層について記す。

第 1層  盛土 :層厚60cm。 南部の東西 トレンチの東部のみの堆積である。

第 2層  耕土 :層厚15～ 20cm。 現在までの耕作土である。

第 3層  淡茶灰色～暗茶灰色砂質土 :層 厚30～ 40cm。 この土層は平安時代末期に整地された

もので、内部から古墳時代から平安時代末期に比定される遺物が含まれている。上

面の標高は8.2mを 測る。

第 4層 淡灰茶色シルト混粘質土 :層 厚10～ 20cm。

第 2調査面

第 1調査面

第 5層 淡灰色粘質土 :層厚 10～ 15cm。

第 6層 淡茶灰色微砂粘土 :20～ 30cm。

第 7層  淡灰茶色粗砂 :20cm以 上。径 5～

20mHlの 砂粒で、上部は酸化鉄分 によ

り堅 くなっている。

第 2調査面

第 1調査面
8.00m

5

2

3

4

6

7

8.00m

水田面

第38図 基本層序柱状図 (S=1/40)
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第 3節 第2調査区

Ⅱ 検出遺物・ 出土遺物

第 3層 (第 2調査面)。 第 4層 (第 1調査面)上面の 2面 を調査面とした。その結果、第 1

調査面では、北部の調査区から古墳時代前期に比定される溝 1条 (SDl)、 古墳時代中期に

比定される井戸 1基 (SEl)・ 土坑 2基 (SKloSK2)。 月ヽ穴51個 (SPl～ S P51)、

南部の調査区から奈良時代に比定される溝 1条 (SD3)を 検出した。第 2調査面では、北

部 。南部の調査区から平安時代末期から鎌倉時代に至る井戸 2基 (SE2・ SE3)・ 土坑 5

基 (SK3～ SK7)。 小穴47個 (S P52～ S P32)・ 溝26条 (SD4～ S D30)。 池状遺構 1

基を検出した (第 39～ 40図 )。 遺構に伴わない出土遺物としては、特に整地層 (第 3層 )内 か

ら多量に出土している。出土量は、コンテナ箱にとで約 6箱分が出土 している。以下、当調査

区で検出した各時代の遺構に記す。

1)第 1調査面 (古墳時代前期)

溝 (SD)

SDl

BⅡ ―C5区で検出した。上部は江戸時代以降の溝状遺構で削平されている。方向はほぼ東

西方向を示 し、東西はともに調査区外に至る。東西に隣接する第 1。 2調査区には、この溝と

継続するものが確認できなかった。また、東南の一部では鎌倉時代初頭に比定されるS P59が

溝の堆積土を切 り込んでいる。規模は検出部で、幅 3～ 3.52m、 深さ34cmを 測る。断面は浅い

半円形を呈 し、北側斜面が南側斜面に比べやや緩やかな傾斜をもっている。堆積土は、上方か

ら第 1層 :濃茶色粘質土シル ト・第 2層 :明責灰色シルト・第 3層 :黄褐色シル ト・第 4層 :

黄灰色シル トの 4層 で構成されている。断面観察からみると第 1層 は、第 2～ 4層 を切ってい

るようであるが酸化鉄分により色調が濃厚になっており、分層が明確にできなかった。堆積土

は、上層と下層に時期的な差はない (第42図 )。

遺物は、北側から人為的に投げ込まれたようで、北斜面上に集中して出土している。出土し

ている土器には完形又は完形に近いのものが含まれており、使用不能になったものを破棄する

ごみ捨て場とは考え難 く、何にかの祭祀的なものが想定される。出土遺物は、コンテナ箱にし

て約 2箱分出土 している。そのうち、大半を占めるものが土器である。構成は壺 1・ 小型九底

重 3・ 甕 4・ 高杯 6の割合であった。しかし、検出した溝が一部だけであり、詳細なことは不

明である。図示できたものは、布留式新相に比定される土師器の壷 (1～ 4)・ 甕 (5～ 8)。

鉢・高杯 (9～ 14)で ある (第41図 )。 その他の遺物では、木片 2片 (長 さ25cm、 径 4 cm。 長

さ43cm、 径 3～ 8 cm)。 自然石 (径20× 17× 10cm)が底面付近で検出している。
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第3節 第2調査区

2)古墳時代中期

井戸 (SE)

SEl

AⅡ ―j6区で検出した。調査区では西半分の検出であり、東半分を確認するため、拡張を

実施 した。その結果、井戸側を備えた井戸であるとこが判明した。この井戸は、上部が平安時

代末期の整地層と江戸時代によって削平されてお り、正確な掘 り込み面のレベル高は不明であ

る。掘形の平面は検出部で、ほぼ楕円形を呈する。規模は検出部で、東西 3m、 南北3,2m、

深さ70cmを測る。断面は逆台形を呈する。井戸側は掘形の検出面より30cm下 側の中央で、 4枚

の板材 を平面方形に組み合せてお り、一辺は約40cmを 測る。辺側は東西・南北 を向き、北

(15)は幅30cm、 高さ28cm、 厚み40mln、 東 (16)は 幅37cm、 高さ32cm、 厚み4841m、 南 (17)は

十

Ｎ６０７

7.50rn

1

2

W49+

暗灰茶色粗砂

青灰色粘土

0           1m

第43図  SEl平 断面図
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第 3節 第 2調査区

第45図  SEl井 戸枠実測図 2

幅36cm、 高さ30cm、 厚み36mm、 西 (18)は 幅53cm、 高さ28cm、 厚み56mmを それぞれ測る。堆積

土は、掘形内が暗灰褐色粗砂・青灰色粘上の 2層 で、井戸側内も暗灰茶色粗砂・青灰色粘質土

の 2層 である (第 43図 )。 遺物は、掘形及び井戸側内から古墳時代中期に比定される土師器・

須恵器などの小片が少量出土 している (第44・ 45図 )。

土坑 (SK)

SKl

AΠ ― i5～ i6区で検出した。上部は江戸時代の溝で削平されている。平面の形状は検出

部で、南北に長い楕円形を呈する。規模 は検出部で、東西0.8m、 南北1.56m、 深 さ21cmを 測

る。断面は、浅い半円形を呈する。堆積土は、暗茶灰色 シル トの 1層 である。遺物は、内部か

ら古墳時代中期に比定される土師器の壼、須恵器の杯身などの小片が少量出土 している。

SK2

AⅡ ― j6区で検出した。平面は半円形を呈 し、東部は調査区外に至る。規模は検出部で、

東西1.6m、 南北1.6m、 深さ20cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、暗茶灰色砂質

土の 1層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定 される土師器・須恵器の小片が少量出

土 している。
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′卜穴 (SP)

SPl～ S P51

当調査区の北部で古墳時代中期に比定 される小穴51個 を検出した。検出面は平安時代末期の

整地層 (第 3層 )下部で、平安時代末期の遺構 とともに検出した。小穴の平面形状 には円形の

もの (7イ固)、 楕円形のもの (19個 )、 隅丸方形のもの (8個 )、 不定形のもの (6個 )、 方形の

もの (1個 )、 不明のもの (10個 )がある。規模は検出部で、径 15～ 92cm、 深 さ 8～ 40c/mを 測

る。断面の形状には逆台形の もの (37個 )、 逆凸形の もの (14個 )がある。雄積土 は、暗灰褐

色粘質シル ト及び暗灰褐色粘質土の 2つ がある。遺物は、ほとんど小穴内部から出土 していな

いが、ごく一部の小穴から出土 したものには、古墳時代中期に比定される須恵器 (I型式 2～

4段階)の杯蓋・杯身・高杯 などの小片がある。図示できたものは、 SP4の 高杯 (19)、 S

P6の杯蓋 (20)で ある (第 46図 )。 以下、各小穴の法量については第 4表 に記す。

第 4表 小穴 (SP)一覧表                                    * 単位 i om

遺構番号 地 区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆 積 土 備 考

SPl AⅡ ―g6 楕円形 逆台形 34～ 38 暗灰褐色粘質シルト

SP2 AⅡ ―g6 楕円形 逆台形 38～ 44 8 暗灰褐色粘質シルト

SP3 AⅡ ―g6 楕円形 逆台形 44々ヤ48 8 暗灰褐色細砂シルト

SP4 AⅡ ―g6 不定形 逆台形 38-46 9 暗茶灰色粘質ンルト

SP5 AI― g6 不定形 逆凸形 60々ヤ70 暗茶灰色粘質シルト

SP6 △エーg6 逆台形 暗茶灰色粘質シルト

SP7 AⅡ ―g6 楕円形 逆台形 48´ヤ50 暗茶灰色粘質シルト

SP8 AⅡ ―i6 楕円形 逆台形 62～ 68 暗仄禍色粘質土

SP9 AⅡ ―i6 楕円形 逆台形 28´ヤ50 暗灰禍色粘質シルト

S P10 AⅡ ―i6 逆台形 暗仄褐色シルト

S Pll AⅡ ―i6 楕円形 逆凸形 34´-66 5 暗灰禍色粘質土

S P12 AI― i6 円形 逆台形 8 暗仄褐色粘質土

S P13 AⅡ 一i6 楕円形 逆台形 暗灰褐色粘質土

S P14 AⅡ ―i5 楕円形 逆台形 20々ヤ22 暗灰褐色粘質土

S P15 AⅡ 一i5 円 形 逆台形 9 暗灰褐色粘質上

S P16 AⅡ ―i5 逆台形 暗灰褐色細砂ンルト

S P17 AⅡ ―j5 楕円形 逆台形 30- 48 暗灰褐色細砂シルト

S P18 AI一 j5 楕円形 逆台形 30-マ 34 9 暗灰褐色細砂ンル ト

S P19 AI― j5 方形 逆台形 32-34 暗茶灰色シルト混粘土
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* 単位 :cm

遺構番号 地 区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S P20 A Ⅱ ―j5 逆台形 暗灰褐色シルト

A I -15 逆台形 48´ヤ60 暗灰色褐色シルト SElに 切られる

S P22 AI― j5 逆台形 暗茶灰色細砂混ンルト S P20を 切る。

S P23 AⅡ 一j5 円形 逆台形 暗灰褐色シルト

S P24 AⅡ ―j5 楕円形 逆凸形 42々-44 暗灰褐色シルト

S P25 AI一 j5 楕円形 逆台形 48´-54 17 暗灰禍色シルト S P25を 切る。

S P26 AⅡ ―,5 逆凸形 64-86 暗茶灰色シルト S P25に 切 られる

S P27 AI― ,6 逆台形 暗灰禍色シルト 柱痕 1個 (径15)

S P28 AⅡ -16 逆台形 暗灰禍色シルト

S P29 AⅡ ―,5 楕円形 逆台形 暗灰褐色シルト

S P30 AⅡ ―j5 隅九方形 逆凸形 64´-74 暗茶灰色シルト 柱痕 1個 (23～ 32)

S P31 AI― ,5 楕円形 逆台形 40-70 暗灰褐色シルト

S P32 A Ⅱ ―j5 円形 逆台形 暗灰褐色シルト

S P33 AⅡ ―a5 精円形 逆台形 34´-42 暗灰褐色シルト

S P34 AⅡ 一a5 隅九方形 逆凸形 64々ヤ66 暗灰褐色シルト

S P35 AI― a5 隅九方形 逆凸形 80-12 暗灰褐色シルト 柱痕 1個 (径15)

S P36 AI― a5 逆凸形 88 暗灰褐色シルト 柱痕 4個 (径18～ 30)

S P37 AⅡ ―a5 不定形 逆凸形 84´‐96 暗灰褐色シルト 柱痕 3個 (径 10～ 25)

S P38 AⅡ 一a5 不定形 逆凸形 暗灰褐色シルト 柱痕 3個 (径15～ 30)

S P39 AI― a5 不定形 逆台形 80-96 暗灰褐色シルト 柱痕 2個 (径15～ 30)

S P40 AⅡ ―a5 不定形 逆凸形 暗灰褐色ンルト

S P41 AⅡ 一a5 隅九方形 逆凸形 暗灰褐色シルト 柱痕 2個 (径 13～ 25)

S P42 A■ ―a5 楕円形 逆凸形 52-66 暗灰禍色シルト 柱痕 3個 (径15～ 25)

S P43 AI一 a5 円形 逆台形 34´-36 暗灰褐色シルト 桂痕 2個 (径 15～ 25)

S P44 AⅡ ―a5 楕円形 逆台形 47々ヤ60 暗灰禍色シルト

S P45 AⅡ 一a5 隅九方形 逆台形 52´-56 暗灰褐色シルト

S P46 AI― a5 円形 逆凸形 暗灰褐色シルト 柱痕 1個 (径 8)

S P47 AⅡ ―a5 円 形 逆台形 24々-26 8 暗灰福色シルト

S P48 AⅡ 一a5 隅九方形 逆台形 25～ 30 暗灰褐色シルト

S P49 AI― b5 楕円形 逆台形 22-26 暗灰禍色ンルト

S P50 AI一 b5 隅丸方形 逆台形 40～46 暗灰褐色シルト

S P5ユ AⅡ 一b5 隅九方形 逆台形 24々ヤ40 8 暗灰福色ンルト
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第46図  SP4(19)・ SP6(20)
出土通物実測図

3)第 2調査面 (古墳時代後

期～奈良時代)

土坑 (SK)

SK3

BⅡ ― j8区で検出した。平

面は検出部で半楕円形を呈し、

北部は調査区外に至る。規模は

検出部で、東西2.lm、 南北2.2m以 上、深

さ56cmを 測る。断面は、半円形を呈する。

堆積土は、淡灰茶褐色シルト混粘質土の 1

層である(第47図 )。 遺物は、内部から古墳

時代後期～奈良時代に比定される土師器の

杯 (21～ 26)。 高杯 (27)。 奏 (28・ 29)・ 須恵

器の杯蓋 (30)・ 杯身 (31～ 33)な どの破片が

少量出土している(第49図 )。

SK4

BⅡ ― j8区の南東隅で検出した。東部

は調査区外に至 り、平面の形状などは不明

である。規模は検出部で、東西1.05m、 南

北0,35m以上、深さ15cmを 測る。堆積土は、

淡茶灰褐色シル ト混砂質上の 1層 である

1 淡灰色茶褐色シル ト混粘質土

0         1m

第47図  SK3平 断面図

⑬ w蝉 Ｎ５０‐
＋

0         1m

第48図  SK4平 断面図

淡茶灰褐色シル ト混砂質土
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第49図  SK3出土遺物実測図

(第 48図 )。 遺物は、内部から奈良時代に比定される土師

器の杯 (34・ 35)、 須恵器 (Ⅳ 型式 2～ 4段階)の杯蓋な

どの小片がごく少量出土している (第50図 )。

溝 (SD)

SD3

BI― j6区で検出した。方向は南北方向を示 し、南北

はともに調査 区外 に至 る。北東部 の一部 は SE2に 切 られ   第50図 SK4出土遺物実涙u図

ている。規模は検出部で、幅3.3～ 3.5m、 深さ30cmを 測る。断面は浅い逆台形を呈する。堆積

土は、晴茶灰色砂質土の1層 である (第54図 )。 遺物は、内部から奈良時代に比定される土師

器の杯 (36～ 67)。 皿 (68～ 84)。 脚台付皿 (86)・ 鉢 (85)・ 奏 (87～ 91)・ 高杯 (92～ 97)・

30    く
く
三三Fこ:::][ii::;,オlア 翌 3

1 0cm

ひ±」it'升
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第 3節 第 2調査区

N505-

N504-

8.00rn

1 暗茶灰色砂質土

2m

第54図  SD3平 断面国

羽金 (98)、 須恵器の杯蓋 (99～ 107)・ 杯身 (108～ 121)。 鉢 (122)な どの破片がコンテナ

箱にして 2箱分出土している (第 51～ 53図 )。

SD4～ S D28

調査区の南部 (BⅡ ― f5～ j7区)で 25条 を検出した。方向は南北方向を示すSD9の 1

条だけで、その他すべて東西方向 (24条)を示す。規模は検出部で、幅 3mを測る大きいもの

から、幅10cmを 測る小さいものまで見 られる。深さは 5～ 15cmで比較的浅いものばかりである。

これらの溝は、農耕に関連するもので、鋤溝・畝溝の底の一部が遺存 したものであろう。堆積

土は、淡灰茶色シル ト混粘質土・淡灰色砂質土・淡黄茶色シル ト混砂質上の 3つの土層がみら

れ、若千の時期差が考えられる。時期は、奈良～平安時代に比定される。遺物は、溝内から土

師器・須恵器の小片をごく少量出土 している。以下、各溝の法量などについて第 5表 に記す。

Ｗ

！
―
―

Ａ一

ギ一
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遺構番号 地 区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

SD4 BI一 f5 東 ―西 逆台形 8 淡灰茶色シルト混粘質」

SD5 BI― f5 東―西 逆台形 24～ 32 4 淡灰茶色シルト混粘質」

SD6 BI― f5 東―西 逆台形 290々 -314 15 淡灰茶色シルト混粘質土

SD7 BI一 f5 東―西 逆台形 16～ 42 7 淡灰茶色シルト混粘質fL

SD8 B Ⅱ ―f5 東一西 逆台形 16～ 20 4 淡仄茶色シルト混粘質土

SD9 BI― g5 南―北 逆台形 32～ 38 淡灰色砂質土 S D10と 合流。

S D10 BI一 g5 東―西 逆台形 78々ヤ92 3 淡灰色砂質土 SD9と 合流。

S Dll BI一 g5 東―西 逆台形 40々ヤ44 淡灰色砂質土

S D12 BI一 g5 東―西 逆台形 10々ヤ16 5 淡灰色砂質土

S D13 BI― g5 東一西 逆台形 16～ 28 1] 淡灰色砂質土

S D14 BI― g5 南―北 逆台形 6～ 28 淡灰色砂質土

S D15 B Ⅱ―g5 南―北 逆台形 4～ 20 淡灰色砂質土

S D16 B Ⅱ―g5 南一北 逆台形 2～ 16 5 淡灰色砂質土

S D17 BI一 g5 東―西 逆台形 40～ 54 淡灰色砂質土

S D18 BI― h5 東―西 逆台形 4～ 16 5 淡灰色砂質土

S D19 BI― h5 東―西 逆台形 0～ 14 6 淡灰色砂質土

S D20 BI― h5 南―北 逆台形 0～ 18 5 淡灰色砂質土

S D21 BI― h5 東一西 逆台形 6々ヤ20 7 淡灰色砂質土

S D22 BI― h5 東一西 逆台形 6～ 20 4 淡灰色砂質土

S D23 BⅡ ―h5 東一西 逆台形 58～ 62 8 淡灰色砂質土

S D24 BI― h5 東一西 逆台形 22々ヤ24 4 淡灰色砂質土

S D25 BI一 i5 東 一西 逆台形 24～ 32 淡灰色砂質土

S D26 BI― i5 東―西 逆台形 24´ヤ28 淡灰色砂質土

S D27 BⅡ ―j6 南―北 逆台形 84´ヤ94 9 淡灰茶色砂質土 S P74を 切る

S D28 B Ⅱ ―j6 南―北 逆台形 8 淡灰茶色砂質土 S P74を 切る。

S D29 BI一 j7 南一北 逆台形 89～ 104 淡責茶色混砂質土

S D30 BⅡ ―j5 南―北 逆台形 124～ 140 淡黄茶色混砂質土

5表 濤 (SD)一 覧表 単位 :cm

S D29

BⅡ ― j7区 で検出した。方向は南北方向を示 し、南北はともに調査区外に至る。南西の一

部は近代の井戸で切られている。規模は検出部で、幅0.86～ 1.04m、 深さ18cmを 測る。断面は、

逆台形を呈する。堆積土は、淡黄茶色粘質シル トの 1層 である。遺物は、内部から古墳時代後

期～奈良時代に至る土師器・須恵器の小片が少量出土している。

S D30

BⅡ ― j7区で検出した。方向は南北方向を示し、南北はともに調査区外に至る。 S P78。

S P79～ S P81に 切られる。規模は検出部で、幅1.24～ 1.4m、 深さ14cmを 測る。断面は、逆

台形を呈する。堆積土は、淡灰茶色砂質土の 1層 である。遺物は、内部から奈良時代に比定さ

れる土師器の皿、須恵器の杯身などの小片が少量出土している。
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井戸 (SE)

SE2

BⅡ ― j6区の北壁付近で検出した井戸側

を備えた井戸で、北部は拡張を実施 して完掘

した。井戸は、下層で検出したSD3の北東

部を切つている。掘形の平面形状は、南北に

やや長い楕円形を呈する。規模は検出部で、

東西径 0。 68m、 南北径 1.2m、 深さ80cmを 測

る。井戸側は掘形の検出面より約40cm下 で、

曲物を検出した。曲物は 2段で、上段が大き

く、下段が小さい径のものを積み重ねている。

上段は径33cm、 高さ29cm、 厚み 6 mlnを 測る。

下段は径26cm、 高さ17cm、 厚み 6111mを 測る。

曲物の外縁には補強したものと考えられる長

方形の板材 5枚 (長 さ20～ 30cm、 幅 8～ 12cm、

厚み 9 mln)が立て長にして並べられている。

また、内側にも補強したと考えられる長方形

の板材 (長 さ30cm、 幅 9 cm、 厚み 9 nlm)1枚

が上段と下段の間に差し込まれている。堆積

土は、井戸側が暗灰色細砂混粘質土の 1層 で、

掘形が淡茶灰色礫混砂質土・淡褐色砂礫混砂

質土・黄灰色シル ト・暗灰色細砂混粘質シル

トの 4層 で構成されている (第 55図 )。 遺物

は、掘形内から奈良時代・平安時代末期に比

定される土師器・瓦器の小片がごく少量と、

井戸側内から平安時代末期～鎌倉時代初頭に

比定される土師器の小皿 (123。 124)・ 脚台

付小皿 (125)、 瓦器の小皿 (126)。 椀 (127

～129)。 鉢 (130)な どの破片が少量出土 し

ている (第 56図 )。 井戸の築造は不明である

が、廃絶時期は、井戸側内の出土遺物からみ

て鎌倉時代初頭であろう。

Ｗ４５
＋

淡茶灰色 (和砂)篠混砂質土

淡褐色 (細砂)砂藤混砂質土

黄灰色シル ト

暗灰色細砂混粘質シル ト

第 3節 第2調査区

0          511m

Ｗ４４
＋

N505 +

8.10m

趣
～

止 ノ
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第55図  SE2平 断面図



第56図  SE2出土通物実測図

SE3

BⅡ ― j7。 j8区で検出した井戸側を備えた井戸である。南部の一部は調査区外に至るが、

掘形の平面形状はほぼ円形を呈するものと考えられる。規模は検出部で、径1.56m前後を測る。

断面は逆台形を呈し、曲物は 4段に積み重ねたもので、径の大きいものが上段で、下段に行 く

に従い小さいものになり、最下段だけは 3段 よりやや径が大きい。規模は上段から1段 目が径

45cm、 高さ12cm、 厚み 7 mln、 2段 目が径40cm、 高さ30cm、 厚み 7 nlm、 3段 目が径31cm、 高さ

22cm、 厚み 7 mln、 4段 目が径34cm、 高さ 7 cm、 厚み 7 Hllnを それぞれ測る。堆積土は、掘形内が

上方から暗灰色細砂混粘土・灰色粘土混粗砂の 2層で構成されている。曲物内には暗灰褐色細

砂混粘質土・黒灰褐色粗砂混粘質上の 2層が堆積 し、この土層の間には季大の石12個 (径 6～

15cHl)が敷き詰めたように検出されたが、これは井戸側の縁に並べられていたものが落ちたも

のか、井戸の廃絶時に投げ込まれたものであろう。このことから、曲物内の堆積土は、下層が

井戸の使用期間内に堆積 した土層で、上層が廃絶後に堆積 した土層と考えられる (第 57図 )。

遺物は、掘形内から奈良時代～鎌倉時代に至る土師器・須恵器の小片が少量出土 している。曲

物内からは鎌倉時代後期に比定される瓦器の小皿 (131)。 椀・鉢等が下層で、土師質の羽釜

(132～ 135)、 須恵器の鉢 (136・ 137)。 甕 (138～ 144)、 瓦質の不明容器 (145)の破片が上

層から出土 している (第 58・ 59図 )。 この井戸の使用期間を遺物から考察すると鎌倉時代後期

に作られ、室町時代中ごろに廃絶したようである。
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暗灰色細砂混粘土

灰色粘土混狙砂

0

第 3節 第2調査区

第57図 SE3平断面図
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第58図  SE3出 土遺物実測図 1
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第 3節 第2調査区

第59図  SE3出 土遺物実測図 2
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土坑 (SK)

SK5

Bコ ー j5区で検出した。北部は池状遺構で切られている。平面は、円形を呈する。規模は

検出部で、径79cm、 深さ45cmを 測る。断面は、半円形を呈する。堆積土は、暗褐灰色細砂混粘

質土の 1層である。遺物は、内部から古墳時代～平安時代末期に比定される須恵器 。瓦器の小

片がごく少量出上 している。

SK6

BⅢ ― j5区で検出した。平面は、不定形を呈する。規模は検出部で、最大幅1.78m、 最小

幅1.46m、 深さ20～ 30cmを 測る。断面は逆台形を呈し、底面には凹凸が見られる。堆積土は、

茶灰色砂質土の 1層 である。遺物は、内部から鎌倉時代に比定きれる土師器・瓦器の椀などの

小片がごく少量出上 している。

SK7

BⅡ ― j6区 で検出した。平面は、南北に長い楕円形を呈する。規模は検出部で、東西径

44cm、 南北径86cm、 深さ14cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、茶灰色砂質土 `茶

灰色シル ト混砂質土の 2層である。遺物は、内部から鎌倉時代に比定される瓦器の椀の小片が

ごく少量出土している。

小穴 (SP)

S P52～ S P81

BⅡ ―a5～ b5区 で 8個、BI― j5～ j7区で22個 を検出した。これらの小穴は前者が

平安時代末期～鎌倉時代初頭に比定されるもの、後者が鎌倉時代後期～室町時代に比定される

ものに分かれる。前者の小穴は江戸時代の溝で削平されている。平面の形状は検出部で隅丸方

形のもの、楕円形のものに分かれる、断面は、逆台形と逆凸形を呈する。規模は径50～ 70cm、

深さ18～ 30cmを 測る。堆積土は、暗灰褐色細砂混シル トである。遺物は、内部から平安時代末

期に比定される土師器 。瓦器の椀などの小片がごく少量出土 している。後者の小穴は、平面の

形状が円形のもの、楕円形のもの、隅九方形のもの、不明のものに分かれる。断面は、逆台形

を呈する。規模は径16～ 106cm、 深さ10～ 30cmを 測る。堆積土には暗灰褐色シルトと暗灰褐色

粘土質がある。遺物は、内部から古墳時代後期～鎌倉時代

後期に至る土師器・須恵器・瓦器の小穴がごく少量出土 し

ている。図示で きた ものは、 S P31内 から土師器の小皿

(146)、 S P58内 から土師器の小皿 (147)、 S P59内 から

土 師器 の小皿 (148～ 150)。 中皿 (151)、 瓦器 の小 皿

(152)・ 椀 (153)、 土師器の羽釜 (154)で ある (第 60。

常 6

第60回  S P31(146)S P58(147)
出土追物実測図
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61図 )。 以下、

第6表 小穴 (S

各小穴の法量などについて第 6表に記す。

P)一覧表

第 3節 第2調査区

単位 i cm

遺構番号 地  区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆 積 土 備 考

S P52 A■ ― i6 精 円 形 逆台形 38-44 暗灰褐色細砂混シルト

S P53 BⅡ ― a5 楕 円 形 逆台形 44´-48 暗灰禍色細砂混シルト

S P54 BI一 a5 楕 円 形 逆凸形 38´-46 暗灰禍色細砂混シルト

S P55 BI一 a5 隅丸方形 逆台形 60-70 暗灰褐色細砂混シルト 柱痕 1個 (径25)

S P56 BI一 a5 楕 円 形 逆台形 暗灰褐色細砂混シルト

S P57 BI一 b5 円  形 逆台形 48々W50 暗灰褐色細砂混シルト

S P58 BⅡ ― b5 隅九方形 逆台形 62´ヤ68 暗灰褐色粘土質

S P59 BI一 C5 楕 円 形 逆台形 28～ 50 暗灰褐色粘土質

S P60 BI― 5 逆台形 暗灰褐色粘土質

S P61 BI― 5 長楕円形 逆凸形 34´-66 17 暗灰褐色粘土質

S P62 BⅡ ― 5 円  形 逆台形 11 暗灰褐色粘土質 柱痕 1個 (径 25)

S P63 BI一 5 円  形 逆台形 暗灰褐色粘土質

S P64 BI― 5 円  形 逆台形 20´-22 暗灰褐色粘土質

S P65 BI― 5 円  形 逆台形 暗灰褐色粘土質

S P66 BⅡ ― 5 円  形 逆台形 暗灰褐色細砂混シルト

S P67 BⅡ ― 5 楕 円 形 逆台形 30-48 暗灰褐色細砂混シルト

S P68 BI― 5 方  形 逆台形 30´-34 暗灰禍色細砂混シルト

S P69 BI― 5 円  形 逆台形 32-34 暗茶灰色シル ト混粘土

S P70 BI一 ,5 逆台形 暗灰褐色シル ト

BI一 j5 隅九方形 逆台形 48-60 暗灰褐色シル ト

S P72 BI一 5 逆台形 9 暗灰禍色細砂混シルト

S P73 BI一 5 円  形 逆台形 暗灰禍色細砂混シルト

S P74 BI― 6 円  形 逆台形 42´ヤ44 暗灰禍色シル ト 柱痕 1個 (径 24)

S P75 BI― j6 楕 円 形 逆台形 48-54 暗灰禍色シルト 柱痕 1個 (径 10)

S P76 BⅡ ― 6 楕 円 形 逆台形 64´-86 暗灰褐色シルト 柱痕 2個 (径20)

S P77 BI― 7 隅九方形 逆台形 暗灰禍色シルト 柱痕 1個 径15)

S P78 BI― 7 逆台形 暗灰禍色シルト

S P79 BI― 7 楕 円 形 逆台形 暗灰禍色シル ト

S P80 BⅡ ― 7 隅九方形 逆凸形 64´-74 暗茶灰色シル ト 柱痕 1個 (径 25)

S P81 BⅡ ― 7 楕 円 形 逆台形 40-70 暗灰褐色シル ト
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第 3節 第 2調査区

石集積 1

BΠ ― j8区のSE3の北部で検出した石集積で、 2箇

所を確認した。石は 5～ 30cmの 大きさのもので約13～ 16個

が集積する。間隔は集積 した中心から中心まで約1.8mを

測る。この遺構は掘形の輪郭・埋土は明確にできず、上層

に堆積する鎌倉時代の整地層下で検出した (第 62図 )。 性

格として考えられるのは、柱穴の根石で、井戸 (SE3)

を覆う建物のものではないかと思われる。遺物は石集積に

混入 した状態で、鎌倉時代後期の瓦器の小皿 (155)・ 椀

の小片が少量含まれていた (第63図 )。

池状遺構

BⅡ ― i5区で検出した池状遺構で、東西部はともに拡張してほぼ遺構の全容を完掘 した。

SK5。 S P60を切っている。平面は東西に長い楕円形を呈 し、東西部にはともに溝が伸びて

いる。規模は検出部で、東西径 6m、 南北径 4m、 深さ60cmを 測る。断面は、浅い半円形を呈

する。堆積土は、上方から淡灰色砂質土・淡褐色シル ト混砂質土・灰褐色微砂混粘質土・灰黒

色粘上の 4層 に分かれる。遺物は、ほとんど中層～上層にかけて出土 している。特に北側の斜

面上には、土器とともに谷大ほどの大きさの焼けた石 (約 100個)が投げ捨てられた状態で検

出している (第 65図 )。 出土遺物は、須恵器の壺 (156)・ 甕 (157。 158)、 土師器の小皿 (159

～173)。 脚台付小皿 (174～ 176)。 中皿 (177・ 178)・ 羽釜 (179・ 180)、 瓦器の小皿 (181

～190)・ 椀 (191～ 220)、 青磁器の小皿 (221)。 陶磁器の椀 (222～ 225)、 軒九瓦 (226)な

どの破片がコンテナ箱にして約 3箱分出土 している (第64・ 66～ 68図 )。 その他には木製の板

1点が出土 している。大きさは、長さ45cm、 幅10cm、 厚み l cmを 測る。

当初、この調査区の付近が屋敷跡の小字名が残っており、この遺構が住居区域 と水田区域の

境で、屋敷を巡る堀ではないかと考えられた。そこで、東西に拡張を実施し、遺構の性格を確

認した。その結果、東西拡張部には堀状に巡る遺構はなく、途切れており、池状遺構として捉

えた。

カ
くく【:::::::亘 82Ettξラ扉〃455
0                1 0cm

第63図 石集積 1出土遺物実測図
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1.淡灰色砂質±       3.灰 掲色微砂混粘質土

2.淡掲色シル ト混砂質±   4.灰黒色粘土

♀     .     Im

第65図 池状遺構 1検出追物平断面図 -73・ 74-



第66図 池状追構 1出土遺物実測図 2
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第67図 池状遺構 1出土追物実測図 3
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第 3節 第 2調査区

第68図 池状通構 1出土通物実測図 4
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3)遺構に伴わない出土遺物

第 3・ 4層 内から古墳時代前期～鎌倉時代に至る遺物を出土 した。出土量はコンテナ箱にし

て約 6箱分で、北部調査区が 2箱、南部調査区が 4箱である。これらの遺物はほとんどのもの

が平安時代末期の整地層 (第 4層 )内からの出土である。以下、図示できた (すべて第 4層 内

出土)も のについて記す。

北部の調査区では、古墳時代前期に比定される土錘 (234)、 古墳時代中期に比定される土師

器の甕 (227～ 231)。 高杯 (232・ 233)、 須恵器 (I型式 4～ 5段階)の杯蓋 (235。 236)・

高杯 (239～ 241)、 古墳時代後期に比定 される須恵器 (Ⅱ 型式 2～ 6段階)の 杯身 (237・

238)。 甕 (242)・ 硯 (243)、 奈良時代に比定される土師器の皿 (244・ 245)、 平安時代中期

の杯 (247～ 250)、 鎌倉時代に比定される土師器の小皿 (251～ 254)。 中皿 (246)・ 瓦器の小

皿 (255。 256)・ 椀 (257～ 262)、 軒丸瓦 (264。 266)で ある。

南部の調査区では、古墳時代前期 (庄 内式新相～布留式古相)に比定される小型丸底壼

(267)・ 瀬戸内系の重 (268)。 V様式系甕 (269・ 270)・ 庄内式奏 (271～ 273)・ 器台

(274)・ 高杯 (276)、 布留式新相に比定される高杯 (277)、 古墳時代中期に比定される土師

器の甕 (278～ 282)、 古墳時代後期～奈良時代前期に比定される土師器の羽釜 (283・ 284)、 須

恵器 (Ⅲ 型式 1段 階～Ⅳ型式 4段階)の杯蓋 (285～ 290)・ 杯身 (291～ 299)・ 鉢 (300～

304)・ 甕 (305～ 309)、 土師器 (藤原京 I～ Ⅲ・平城京 I～ Ⅲ)の鉢 (310～ 330)。 皿 (331

～333)・ 台付皿 (334)、 平安時代中期の鉢 (335)、 平安時代末期～鎌倉時代初頭に比定 され

る土師器の小皿 (336～ 346)。 中皿 (347～ 349)・ 甕 (350)・ 羽釜 (351)、 瓦器の小皿 (352

～361)。 椀 (364～ 368)。 磁器の小皿 (369)・ 椀 (370)、 軒平瓦 (371)で ある (第69～ 74図 )。
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第70図 遺構に伴わない出土選物実測図 2
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第 4節 第 3調査区

第 4節 第 3調査 区

第 2調査区から約60m東 に設定した南北に長い調査区である。当調査区の中央にはガス・水

道が埋設している里道が横断しており、南部 (長 さ36m)と 北部 (20m)に 三分して調査 した。

北部の調査区は平面の形状がやや「く」字形を呈する。調査面積は約112m2を 測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約1.5mま でに存在する土層内から6層 を摘出して基本層

序とした (第75図 )。 現地表高は、南部8.05m、 北部8.2mを 測る。以下、各層について記す。

第 0層 盛土 :層厚20～ 30cm。 関西電力の鉄塔が東部に隣接 しており、その工事によって盛

り上 したものである。

第 1層 耕土 :層厚15～ 20cm。 調査前までの耕作上である。

第 2層 黄灰色～暗灰色粘質土 :層厚15～ 30cm。 耕土の床土である。

第 3層 淡灰茶色～灰茶色粘質土 :層厚10～ 25cm。 江戸時代の遺物が含まれる。

第 4層  淡茶灰色～濃茶灰色粗砂混粘質土 :層厚20～ 30cm。 北部で酸化鉄の斑点が上部にみ

られる。

第 5層 灰茶色～暗灰色シル ト混粘質土 :層厚10～ 40cm。 この土層は北部で 2層 に分かれる。

上層 (第 5A層 )が粘土で、下層 (第 5B層)がシル ト質粘土である。江戸時代の

遺物は、ごく少量含まれている。

第 6層  茶灰色粗砂 :層厚30cm以上。この上層は古墳時代中期の自然河川の堆積と考えられ

る。

8.00rn
1

4

5-A~~~~~
5-B

8.00m

第75図 基本層序柱状図 (S=1/40)

2

4

5

6
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Ⅱ 検 出遺構・ 出土遺物

第 6層の上面を調査 した。その結果、古墳時代中期に埋没したと考えられる自然河川を検出

した (第76図 )。 この自然河川には砂層を基調とした土層が堆積 しており、調査中においても、

湧水が多 く、調査区の壁面崩壊が著 しく認められた。その状況から、掘肖U作業をこれ以上行う

のは危険であると判断し、河川の調査を残念した。

1)遺構に伴わない遺物

第 5層 ～第 7層 から古墳時代前期～鎌倉時代に至る遺物を出土 した。出土量はコンテナ箱に

して約 1箱分で、ほとんどのものは小片で南部の調査区からであった。時期別に分けると、第

6・ 7層 内から出土した遺物は、大半が古墳時代中期 もの、第 5層 内から出土 した遺物は中世

のものを中心としたものである。以下、図示できたものについて記す。第 6。 7層 から出土 し

たものは、古墳時代前期 (布留式新相)に比定される小型壼 (1.)、 古墳時代中期に比定され

る須恵器 (I型式 2～ 4段階)の杯蓋 (2～ 4)。 杯身 (5。 6)である。第 5層 内から出土

したものは、古墳時代後期に比定される須恵器 (Ⅱ 型式 2～ 4段階)の杯身 (7～ 9)、 高杯

(10)、 奈良時代に比定される皿 (11)・ 鉢 (12)、 鎌倉時代に比定される軒丸瓦 (13)・ 軒平

瓦 (14)で ある (第 77図 )。
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第 5節 第 4調査区

第 1調査区のAⅡ ―

査区ではAⅡ ― f8・

1区から東に設定 した東西に長い調査区 (長 さ98m)で ある。この調

9区で北部へ拡張を実施している。調査面積は236m2を 測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約 lmま でに存在する土層内から普遍的に見られる 5層 を

基本層序とした (第 78図 )。 現地表高は、標高8.4mを 測る。以下、各層について記す。

第 1層 耕土 :層厚15～ 20cm。 調査前までの耕土である。

第 2層 黄褐色粗砂混砂質土 :層厚 5～ 20c/m。 耕土の床土である。

第 3層 暗茶灰色砂質土 :層厚40～ 60cm。 古墳時代～鎌倉時代に至る遺物が含まれている。

特に古墳時代中期～後期に比定される須恵器の破片が多量に含まれていた。上面は

標高8.2mを 測 り、平安時代末期～江

戸時代に至る遺構が切 り込まれている。

第 4層  淡黄灰色～濃黄灰色粘質シルト:層 厚

10～ 20cm。 この上面では、古墳時代中

期～平安時代末期に至る遺構を検出し

た。上面は標高7.8mを 測る。

第 5層 層厚10cm以上。この土層は自然河川の

堆積と考えられる。

5

第78図 基本層序柱状図 (S=1/40)

第 2調査面

第 1調査面

Ⅲ 検出遺構・出土遺物

第3層上面 (第 2調査面)と 第4層上面 (第 1調査面)の 2面の調査を実施した。その結果、

第1調査面では、古墳時代中期～平安時代末期に比定される遺構を検出した。遺構は古墳時代

中期の土坑11基 (SKl～ S Kll)・ 小穴51個 (SPl～ S P51)・ 溝 4条 (SDl～ SD

4)、 奈良時代の溝 1条 (SD5。 SD6)、 平安時代末期の井戸 3基 (SEl～ SE3)。 土

坑 4基 (S K12～ S K15)・ 刈ヽ穴13個 (S P52～ S P64)で ある。第 2調査面では、平安時代

末期～江戸時代 に比定 される遺構 を検出 した。遺構は、平安時代末期～鎌倉時代の井戸 1基

(SE4)・ 土坑 7基 (S K16～ S K22)・ 月ヽ穴31個 (S P65～ S P95)・ 溝 2条 (SD7・

SD8)、 江戸時代以降の溝である (第 79。 80図 )。

以下、各時代の遺構について記す。
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第5節 第4調査区

1)第 1調査面 (古墳時代中期 )

土坑 (SK)

SKl

AⅡ ― g2区 で検出した土坑で、上部は江戸時代に削平 されている。平面は、円形 を呈する。

規模は検出部で、径56cm、 深さ10伽 を測る。断面は、浅い半円形を呈する。堆積土は、責褐色

粘質土である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定される須恵器の小片がごく少量出土 して

いる。

SK2

Aコ ーg2区 で検出した土坑で、上部は江戸時代 に削平 されている。北部はS K12に 切 られて

いる。平面は、円形を呈する。規模は検出部で、径88cm、 深さ22cmを 測る。断面は、半円形を

呈する。堆積土は、黄褐色細砂混シル トの 1層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定

される須恵器の小片がごく少量出土 している。

SK3

Aコ ー g3区 で検出した土坑で、南北はともに調査区外に至る。平面は、不定形を呈する。

規模は検出部で、最大 2m、 最小 24cm、 深 さ24cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、

黄褐色砂質土・暗茶灰色砂質土の 2層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定 される須

恵器の小片がごく少量出土 している。

SK4

AⅡ ―g3区 で検出した土坑である。平面は、楕円形

を呈 す る。規模 は検 出部 で、東西 径 1.lm、 南 北径

0。 96m、 深さ34cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆

積土は、黄灰色砂質土・黄褐色粘質シル ト・暗灰色シル

ト混粘質土の 3層 に分かれる。遺物は、内部から古墳時

代中期に比定される須恵器の杯蓋 (1)の小片がごく少

量出土 している (第81図 )。

SK5

Aコ ーg3～ g4区で検出した土坑で、SD2を 切 り、南部は調査区外に至る。平面は検出

部で、半円形を呈 し、東西2.22m、 南北1.54m、 深さ30cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。

堆積土は、黄灰色粘質シル ト・暗灰色粗砂の 2層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比

定される須恵器の小片がごく少量出土 している。

SK6

AⅡ ―g4区で検出した土坑である。平面は楕円形を呈する。規模は検出部で、最大径

1

0                 1 ocm
l              l

第31図  SK4出 土遺物実測図
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1.14m、 最小0.82m、 深さ35cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、暗灰色砂質上の

1層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師器・須恵器の小片がごく少量出

土している。

SK7

AⅡ ―g4区 で検出した土坑である。平面は、楕円形を呈する。規模は検出部で、東西96m、

南北82cm、 深さ35cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、暗灰色砂質土の 1層 である。

遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師器・須恵器の小片がごく少量出土 している。

SK8

AⅡ ―g6区で検出した土坑である。平面は、隅九方形を呈する。規模は検出部で、東西

72cm、 南北1.12m、 深さ10cmを測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、黄褐色砂質上であ

る。遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師器・須恵器の小片が少量出土 している。

SK9

AⅡ ―g6区 で検出した土坑で、東部はS K10に切られている。平面は、不定形を呈する。

規模は検出部で、最大 lm、 最小86cm、 深さ25cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、

黄褐色砂質土の 1層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師器・須恵器の小

片が少量出土 している。

S K10

AⅡ ―g6区で検出した土坑で、SK9を切っている。平面は、不定形を呈する。規模は検

出部で、東西1.58m、 南北1.4m、 深さ38cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、黄

褐色砂質土の 1層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師器・須恵器の小片

がごく少量出土している。

S Kll

AⅡ ―g10区 で検出した土坑で、SE2・ S K15に切られている。南北はともに調査区外に

至る。平面の形状は、不明である。規模は検出部で、東西2.26m、 南北2.3m以上、深さ20cm

を測る。断面の形状は北側が逆台形を呈 し、南西側へ傾斜 しながら深 くなる。堆積土は、暗灰

色砂質土の 1層 である (第 82図 )。 遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師器の甕

(2～ 12)。 甑 (13)、 須恵器の杯蓋 (24・ 25)。 杯身 (26～ 29)・ 甕 (23)、 製塩土器 (14～

22)が細かく砕けた状態で出土している (第83・ 84図 )。

′」ジ〔(SP)

SPl～ S P51

調査区で51個 を検出した。平面の形状 には円形のもの (9個 )、 楕円形のもの (15個 )・ 不

定形のもの (3個 )。 方形のもの (9個 )・ 不明のもの (15個)あ り、径50～ 102cmの 大 きい
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第 5節 第 4調査区

肩  ■24

25

第84図  S Kll出土遺物実測図 2

もの、径17～ 48cmの 小さいものがある。断面

は逆台形を呈 し、深さ3～ 52cmを測る。堆積

土は、暗灰色砂質土の 1層 である。遺物は、

内部から古墳時代中期に比定される須恵器の

小片がごく少量出上 している。図示できたも

のは、 S P30が土師器の奏 (30)、 S P31が

土師器の杯 (31)、 S P50が土師器の高杯

(32)、 SP4が須恵器の杯蓋 (33)、 S P24

が須恵器の杯身 (34)で ある (第 85図 )。

これらの小穴は調査区内で配列するものがみ

られなかったが、建物の関連する柱穴と考え

られるものがある。以下、各小穴の法量につ

いて第 7表に記す。

溝 (SD)

SDl

AⅡ ―g4区 で検出した。方向は東南方向

を示 し、南北はともに調査区外に至る。西部

はSD2が 合流する。規模は検出部で、幅

lm、 深さ25cmを 測る。断面は、逆台形を呈

する。堆積土は、暗茶灰色砂質土・暗灰色粘 
第85図

33

計
1 0cm

S P30(30)。 S P31(31)・ S P50(32)SP4(33)・
S P23(34)出 土遺物実測回
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第 7表 小穴 (SP)一覧表 * 単位 :cm

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆 積 土 備 考

S P27 AⅡ ―g8 隅丸方形 逆台形 暗灰褐色ンル ト 柱痕 1個 (径 15)

S P28 AI― f8 逆台形 暗灰褐色シル ト

S P29 AⅡ ― f8 楕円形 逆台形 暗灰褐色シル ト

S P30 AI― f8 隅丸方形 逆凸形 64々ヤ74 暗茶灰色ンル ト 柱痕 1個 (径23-32)

S P31 AI一 g8 楕円形 逆台形 40々V70 14 暗灰褐色 シル ト

S P32 AⅡ ―g8 円 形 逆台形 15 噂灰褐色シルト

S P33 AI― f8 楕円形 逆台形 34-42 暗灰褐色シルト

S P34 AⅡ ― f9 隅丸方形 逆凸形 64-66 暗灰褐色シル ト

S P35 AⅡ ― f9 隅九方形 逆凸形 80～ 12 暗灰掲色シル ト 柱痕 1個 (径 15)

S P36 AⅡ 一 f9 逆凸形 暗灰褐色シル ト 柱痕 4個 (径18～ 30)

S P37 AⅡ 一 f9 不定形 逆 凸 形 84～ 96 暗灰褐色シルト 柱痕 3個 (径10～ 25)

S P38 AⅡ 一 f9 不定形 逆凸形 暗灰褐色シルト 柱痕 3個 (径15～ 30)

S P39 AⅡ ― f9 不定形 逆台形 30々ヤ96 暗灰褐色シル ト 柱痕 2個 (径15～ 30)

S P40 AⅡ ― f9 不定形 逆凸形 暗灰褐色シルト

S P41 AⅡ 一 f9 隅九方形 逆凸形 暗灰禍色シル ト 柱痕 2個 (径13～ 25)

S P42 AⅡ ― f9 楕円形 逆凸形 52～ 66 暗灰禍色シル ト 桂痕 3個 (径15～ 25)

S P43 AⅡ ― f9 円  形 逆台形 34～ 36 暗仄褐色シル ト 柱痕2個 (径15～ 25)

S AⅡ 一 f9 楕円形 逆台形 47～ 60 暗灰褐色シル ト

S AⅡ ―g9 隅九方形 逆台形 52～ 56 暗灰褐色シル ト

S AⅡ ―g9 円  形 逆凸形 暗灰禍色シルト 柱痕 1個 (径 8)

S P47 AⅡ ―g9 円 形 逆台形 24～ 26 8 暗灰禍色ンルト

S AⅡ 一 f9 隅丸方形 逆台形 25～ 30 暗灰禍色ンルト

S P49 Al― f9 楕円形 逆台形 22-26 暗灰褐色シルト

S P50 AⅡ ― f9 隅九方形 逆台形 40～ 46 暗灰褐色シル ト

AⅡ 一 f9 隅丸方形 逆台形 24～ 40 8 暗灰褐色シルト
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第 5節 第 4調査区

土の 2層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定 され

る須恵器 (I型式 3～ 4段階)の杯蓋 (35)。 高杯 (36)

甕 (37)の小片がごく少量出土 している。 (第 86図 )。

SD2

AⅡ ―g4区で検出 した。方向は東西方向を示 し、東部は

eDlに 合流 し、西部はSK5に 切 られる。規模は検出部で、

幅30cm、 深 さ13cmを 測る。断面は、浅い半円形を呈する。堆

積土は、暗灰色砂質土である。遺物は、出土 していないが、

SDlと 合流する関係にあることから古墳時代中期に比定さ

35

0               10cm
才化よう。

SD3                                 第86図  SDl出 土追物実測図

AⅡ ―g7区 で検出した。方向は南北方向を示し、南北はともに調査区外に至る。中央部は

S P55に切られ、切断されている。規模は検出部で、幅28cm、 深さ 6 cmを 測る。断面は浅い半

円形を呈する。堆積土は、暗灰色茶色粘質ンル トの 1層 である。遺物は出土していない。

SD4

AⅡ ―g7区 で検出した。方向は南北方向を示し、北部はS P201こ切られ、西部は攪乱され

ている。南部は調査区外に至る。規模は検出部で、幅30～ 40cm、 深さ7～ 8 cmを 測る。断面は

半円形を呈する。堆積土は、暗灰茶色粘質シル トの一層である。遺物は出土 していない。

2)奈良時代

溝 (SD)

SD5

AⅡ ―gl区 で検出した。方向は南北方向を示し、南北はともに調査区外に至る。上面は江

戸時代の土層によって削平されている。規模は検出部で、幅3.3～ 3.5m、 深さ16～ 47cmを 測る。

断面は緩やかなW形を呈 し、底面には小さな起伏がいくつかみられる。堆積土は、第 1層 :淡

灰茶色砂質土・第 2層 :暗灰茶色粘質土 。第 3層 :暗灰色粗砂の 3層 で、西部の大半は第 2層

が堆積する単一層である (第87図 )。 遺物は、内部から古墳時代後期～奈良時代に比定される

土師器・須恵器の小片がコンテナ箱にして約 2箱分出土 している。図示できたものは、土師器

の壼 (38)。 甕 (39～ 48)。 鉢 (49)。 高杯 (50～ 52)。 甑 (53・ 54)・ 羽釜 (55)・ 土錘 (56)。

杯 (57・ 58)。 皿 (59～ 68)・ 台付皿 (69・ 70)、 須恵器の杯身 (71・ 72)・ 魃 (73・ 74)。 鉢

(75。 76)・ 甕 (77。 73)である (第 88～ 90図 )。 土師器の皿は平城京Ⅱ～Ⅲ式に比定される。

須恵器は、Ⅳ型式 3～ 4段階に比定される。
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第 5節 第 4調査区

第90国  SD5出 土遺物実測図 3

SD6

AⅡ ―g2区 で検出した。方向は南北方向を示 し、南北はともに調査区外に至る。北東部の

一部は撹乱されている。規模は検出部で、幅1。 9～ 2.4m、 深さ32cmを 測る。断面は、半円形を

呈する。堆積土は、灰色粗砂混粘土・暗灰色粘上の 2層 である (第 91図 )。 遺物は、内部から

奈良時代 に比定 される土師器の甕 (79～ 86)・ 杯 (87～ 90)。 皿 (91～ 102)。 鉢 (103～

106・ 108)。 台付鉢 (107)。 高杯 (109。 110)、 須恵器の杯蓋 (111)。 甕 (112～ 115)な どの

破片がコンテナ箱に 1箱分出土 している (第92・ 93図 )。
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第5節 第4調査区

3)平安時代末期～鎌倉時代

井戸 (SE)

SEl

AⅡ ―g3区 で検出した素掘 りの井戸であ

る。平面は、円形を呈する。規模は検出部で、

径1,06m、 深さ68cmを 測る。断面は、逆凸形

を呈する。堆積土は、上方から茶灰色粘質シ

ル ト・黄褐色粘質シル ト・黒灰色砂礫粘混

土・黄灰色粘土の 4層 に分かれる (第94図 )。

遺物は、内部から平安時代末期に比定される

土師器の小皿 (116～ 118)。 中皿 (119～

121)・ 瓦器の椀 (122～ 126)の小片が少量

出土 している (第 95図 )。

SE2

AⅡ ― g10区 で検出した山物を備えた井戸

で、 S Kllを 切 り、南部はともに調査区外に

至る。掘形の平面形状は検出部で、半円形を

呈し、東西2.6m、 南北1,2m、 深さ84cmを 測

る。断面は、逆台形を呈する。井戸側は掘形

1 茶灰色粘質ンル ト

2 黄掲色粘質シル ト

(ブ ロック状 )

3 黒灰色砂礫混粘土

4 黄灰色粘土

lm

第94図  SEl平断面図

第95図 SEl出土遺物実測図
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lm

第96図  SE2平 断面図

の底面付近で 1段の曲物を検出した。曲物はほとんど腐敗

しており、半円部分が残存していたのみである。大きさは、

復元径40clll、 高さ15cm、 厚み 7 mlnを 測る。堆積土は、淡黄

灰色粗砂混粘質シルト・灰色粗砂混粘土 。暗灰色粘土・暗

灰色粗砂である(第96図 )。 遺物は、曲物内から鎌倉時代初

頭に比定される土師器・瓦器の椀 (127)な どの小片が少量

出土 している(第 97図 )。

SE3

AⅡ ―g10区で検出した井戸側を備えた井戸である。掘形は北東側が調査区外に至 り、掘形

の平断面の形状は不明である。規模は検出部で、東西1.5m、南北ユ,3m、深さ48clnを 測る。井戸側

は底部が穿孔 した羽釜を2段 に積み重ねたもので、掘形の中央部で検出した。羽釜は上段 (132)

が口径27.5cm、 下段 (133)が口径32cmで 、上段に小径のものを備えている。堆積土は、井戸側内が

10gn

第97図  SE2出 土遺物実測図

―-110-―



第 5節 第 4調査区

N640-――

7.50rn

1

2

皓灰褐色粗砂混粘土

茶灰色粗砂

(曝 を多く含む)

暗灰茶色粗砂混粘土

灰色砂礫混粘土

灰掲色粗砂

第98図  SE3平 断面図

暗灰褐色粗砂混粘質上の 1層 で、掘形が茶灰色粗砂 (礫 を多 く含む)・ 暗灰茶色粗砂混粘土・灰

色砂礫混粘土 。灰褐色粗砂の 4層 に分かれる(第98図 )。 遺物は、掘形内から古墳時代中期～鎌倉

時代に至る土器の小片がごく少量出土 している。井戸側内から鎌倉時代に比定される土師器の

小皿 (123)。 中皿 (129)、 瓦器の小皿 (130)。 椀 (131)の 破片がごく少量出土 している(第99図 )。
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第99図  SE3出土追物及び井戸粋実測図

SE4

AⅡ ―g9区 で検出した。平面は、隅九方形を呈する。規模は検出部で、東西径1,64m、 南

北径1.52m、 深さlmを測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、暗灰茶色シル ト・灰黄色

微砂混粘質土・暗灰色粗砂混粘土・暗灰色粘砂の 4層 に分かれる (第 100図 )。 遺物は、内部か

ら鎌倉時代に比定される土師器・須恵器の小片がごく少量出土している。

土坑 (SK)

S K12

AⅡ ―g2区 で検出した土抗で、上部は、江戸時代の土層に削平されている。北部は調査区

外に至 り、西部は撹乱されている。SK2を切っている。規模は検出部で、東西2.lm、 南北

1,08m、 深さ38cmを 測 り、平断面の形状は、不明である。堆積土は、暗褐色シル トと灰茶色粘

質上のブロックである。遺物は、内部から鎌倉時代に比定される瓦器の椀の小片がごく少量出

土している。
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N640-―――

A

第5節 第4調査区

S K13

Aコ ーg5区で検出した。上面は

撹乱 しており、南部は調査区外に至

る。平面の形状は、不明である。規

模 は検 出部で、東西 1.2m、 南 北

28cm以 上、深さ24cmを 測る。断面は、

逆台形を呈する。堆積土は、暗灰色

粘質土の 1層 である。遺物は、内部

から平安時代末期に比定される瓦器

の椀の小片がごく少量出土 している。

土坑 (SK)
S K14

AⅡ ―g8区で検出した。南部は

調査区外に至 り、平面の形状は、不

明である。規模は検出部で、東西

1.12m、 南北0.94m、 深さ23cmを 測

る。断面は、半円形を呈する。堆積

土は茶灰色シル トの 1層である。遺

物は、内部から古墳時代後期～鎌倉

時代に比定される土師器・須恵器 。

N639-――

A

7.90m

舞
/
イ
3

ラ
賜

"

1 暗灰茶色シル ト

2 灰黄色微砂混粘質土

3 暗灰色粗砂混粘土

4 暗灰色粘砂

0           1m

第100図  SE4平 断面図

瓦器の椀の小片がごく少量出上している。

S K15

AⅡ ―g10区 の拡張部で検出した。平面は、長方形を呈する。規模は検出部で、東西78cm、

南北1.4m、 深さ25cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、暗灰褐色シル トの 1層 で

ある。遺物は、内部から古墳時代後期～鎌倉時代に比定される土師器・須恵器の小片がごく少

量出土 している。

4)第 2調査面 (鎌倉時代)

S K16

AⅡ ―g3区 で検出した。平面は、ほぼ楕円形を呈する。規模は検出部で、東西0。 74m、 南

北1.12m、 深さ15ctllを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、淡茶灰色細砂の 1層 である。

遺物は、内部から鎌倉時代に比定される土師器・瓦器の小片がごく少量出上 している。
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S K17

AⅡ ― f7・ f8区で検出した。北部は調

査区外に至 り、平面の形状は、不明である。

規模は検出部で、東西2.lm、 南北1.2m、 深

さ20cmを 測る。断面は、半円形を呈する。堆

積土は、灰褐色シル ト・茶灰色粘質シル トの

2層 である。遺物は出土 していない。

S K18

AⅡ ― g8区 で検出した。南部の一部は調

査区外に至る。平面は、円形を呈する。規模

は検出部で、東西1.lm、 南北92cm、 深さ30cm

1 茶灰色粘質シル ト

2 黄灰色シル ト

0           1m
l  . |

第101図  S K18平断面図

を測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、茶灰色粘質シル ト・黄灰色シル トの 2層 である

(第 101図 )。 遺物は、内部から鎌倉時代に比定される瓦器の椀の小片がごく少量出土 している。

S K19

AⅡ ― f8区 で検出した。平面は、南北に長い隅丸方形を呈する。規模は検出部で、東西

78cm、 南北1.4m、 深さ25cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、暗灰褐色シル トの

1層 である。遺物は、内部から鎌倉時代に比定される土師器・瓦器の小片がごく少量出土 して

いる。

S K20

AⅡ ―g9区で検出した。平面は、隅九方形を呈する。規模は検出部で、東西1.04m、 南北

92cm、 深さ25cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、淡灰青色シルト・茶褐色粘質シル

トである。遺物は、内部から鎌倉時代に比定される土師器・瓦器の小片がごく少量出土 している。

S K21

AⅡ ― f9区で検出した。北部は調査区外に至る。平面は検出部で、隅丸方形を呈する。規

模は検出部で、東西1.4m、 南北1,06m、 深さ35cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土

は、淡茶灰色砂質土の 1層 である。遺物は、内部から鎌倉時代に比定される土師器・瓦器の小

片が少量出土している。

S K22

AⅡ g9区で検出した。平面は東西に長い楕円形を呈 し、 S P83・ S P89を 切る。規模は検

出部で、東西径1.08m、 南北径0,76m、 深さ21cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、

暗褐灰色砂混シルト・暗茶灰色粗砂混シル トの 2層 である。遺物は、内部から古墳時代後期～

鎌倉時代に至る土師器・須恵器・瓦器の小片がごく少量出上 している。
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第5節 第4調査区

/1ヽ 穴 (SP)

S P52～ S P95

調査区の東部で44個 を検出した。平面の形状には円形のもの (9個 )、 楕円形のもの (12個 )、

隅九方形のもの (5個 )、 不明のもの (18個)がある。規模は大きいものが48～ 74cm、 小 さい

ものが20～ 46cmを 測る。これらの小穴内には柱痕や根石などがみられ、建物に関連する柱穴 と

考えられるが、調査区で一部拡張を実施 したが、相互関係をもつ配列は調査区内で検出できな

かった。以下、各小穴の法量などについて第 8表に記す。

第 8表 小穴 (SP)一覧表

遺構番号 地  区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S P52 AⅡ 一gl 楕円形 逆台形 44´-76 暗灰色砂質土

S P53 AⅡ ―gl 楕円形 逆凸形 38～ 42 暗灰褐色シルト

S P54 AⅡ ―gl 円 形 逆台形 暗灰褐色シルト

S P55 AI一 f7 逆台形 暗灰褐色シルト

S P56 AI一 f7 不安定 逆台形 56´-92 暗灰褐色シルト

S P57 AI― g7 逆台形 暗灰禍色シルト

S P58 AI― g7 精円形 逆台形 64々W66 暗灰褐色シルト

S P59 AⅡ ― f8 逆台形 暗灰褐色シルト

S P60 AⅡ ― g8 逆台形 褐灰色粘土

S P61 AⅡ 一g8 逆台形 暗灰茶色粘質シルト

S P62 AⅡ 一 f8 楕円形 逆台形 76´-78 暗茶灰色砂混シルト

S P63 AⅡ ― g8 逆台形 64以上 淡灰茶色砂質土

S P64 AI― f8 逆台形 暗茶灰色砂混シルト

S P65 AI一 f9 逆台形 9 暗茶褐色砂混シルト

S P66 AⅡ ―g7 楕円形 逆台形 48～60 暗灰色シル ト 北部は攪乱する◇

S P67 AⅡ ―g7 逆台形 暗茶仄色シルト 西部は攪乱する。

S P68 AⅡ ―g7 楕円形 逆台形 46-54 暗茶仄色シルト

S P69 AⅡ ―g8 楕円形 逆台形 34´-38 暗灰褐色シルト

S P70 AⅡ ― f8 円  形 逆台形 暗灰禍色シルト

P71 AI― g9 精円形 逆台形 17～ 20 暗灰褐色シルト

S P72 AI一 f9 楕円形 逆台形 22´-24 暗灰褐色シルト

S P73 AⅡ ― f9 楕円形 逆台形 28-42 暗灰禍色シルト

S P74 AⅡ 一 f9 円 形 逆台形 暗灰褐色シルト

S P75 AⅡ 一 f9 円  形 逆台形 暗灰褐色シルト

S P76 AⅡ ― f9 円  形 逆台形 暗灰褐色シルト

S P77 AI― g9 逆台形 暗茶灰色砂混ンルト SE4に 切 られる

S P78 AI― g9 逆台形 58以上 黄褐色砂混砂質土 根石 1個 (26× 30)

S P79 AⅡ 一 f9 隅丸方形 逆台形 86-88 暗灰褐色砂混シルト

S P80 AⅡ 一g9 隅丸方形 逆台形 72´-86 暗茶灰色粘質シルト 柱痕 1個 (径 25)

* 単位 :cm
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* 単位 :cm

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S P81 ΔⅡ―g9 円形 逆台形 52´ヤ54 淡茶灰色砂質土

S P82 AⅡ ―g9 逆台形 54以上 暗灰褐色砂混シル ト 根石 1個 (25× 15)

S P83 AⅡ ―g9 逆台形 淡茶灰色砂質土 S K22に 切 られる。

S P84 AI― g9 円形 逆台形 暗灰褐色砂混シルト 根石 2個 (20× 12)

S P85 AⅡ 一 f9 楕円形 逆台形 32-48 暗灰褐色砂混シルト S P86を 切る。

S P86 AI― f9 逆台形 淡責褐色砂混シル ト S P85に 切られ、

北部はは調査区外。

S P87 AI一 f9 隅丸方形 逆台形 24´ヤ40 暗灰褐色砂混シルト

S P88 AⅡ ― f9 隅丸方形 逆台形 32～ 76 暗灰褐色砂混シル ト

S P89 AI― g9 逆台形 40以上 8 暗灰褐色砂混シル ト S K22に 切 られる。

S P90 AⅡ ―g9 楕円形 逆台形 32-76 淡黄褐色砂混シルト

S P91 AⅡ 一g10 隅丸方形 逆台形 38-44 暗灰褐色砂混シルト 柱痕 1個 (径 16)

S P92 AⅡ 一g10 不定形 逆台形 暗灰禍色砂混シルト

S P93 AⅡ ―g10 円形 逆台形 7 暗灰褐色砂混シルト

S P94 AI― g10 不定形 逆台形 50-90 暗灰褐色砂混シルト

S P95 AⅡ ―g10 円形 逆台形 暗灰褐色砂混シルト

5)遺構に伴わない出土遺物

第 3・ 4層 から出土している。第 3層 は平安時代末期の整地層で、
・
古墳時代～平安時代末期

に至る遺物が含まれている。出土量は、コンテナ箱にして約 3箱分で、ほとんどが土器片であ

る。時期別では、古墳時代前期に比定される庄内式上器・布留式土器、古墳時代中期に比定さ

れる土師器・須恵器 (I段階 2～ 4段階)、 古墳時代後期に比定される土師器・須恵器 (Ⅱ 型

式 4段階～Ⅲ型式 3段階)、 奈良時代に比定される土師器・須恵器 (Ⅳ型式 2～ 4段階)、 平安

時代末期～鎌倉時代に比定される土師器皿 。瓦器椀・瓦などである。以下、図示できたものに

ついて記す。古墳時代前期のものは、布留式古相に比定される吉備系奏 (134)、 古墳時代中期

に比定される土師器の奏 (135～ 138)・ 杯 (139～ 141)・ 高杯 (142～ 144)・ 甑 (145)、 須恵

器の杯蓋 (146～ 150)。 杯身 (152)。 高杯 (157)・ 甑 (160)・ 奏 (161)で ある。古墳時代

後期に比定される須恵器の杯蓋 (151)。 杯身 (153～ 156)。 鉢 (158)。 大型器台 (159)・

奏 (162～ 165)で ある。奈良時代に比定される須恵器の壺 (166)、 土師器の皿 (167・ 168)で

ある。平安時代後期に比定される土師器の小皿 (169)。 中皿 (170)、 瓦器の小皿 (171)・ 椀

(172)・ 軒平瓦 (177・ 178)。 軒丸瓦 (179)、 鎌倉時代前期～室町時代に比定される瓦器の

枕 (173,174)・ 土師器の羽釜 (175)・ 瓦質の羽金 (176)・ 軒平瓦 (180～ 182)で ある (第

102～ 104図 )。
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第102図 遺構に伴なわない出土遺物実測図 1
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第 6節 第 5調査区

第 4調査区から南東約200mに 設定した東西に長い調査区 (長 さ94m)である。調査面積は

約188ポ を測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した土層内から普遍的にみられる 9層 を摘出して基本層序とした。現地表面

は標高8.4mを 測る (第 105図 )。 以下、各土層について記す。

第 1層 耕土 :層厚15～ 20cm。 調査前までの耕作土である。

第 2層 淡黄褐色シル ト:層厚10～ 15cm。 耕土の床土である。

第 3層 茶灰色細砂 :層 厚 0～ 10cm。 中央部にだけ堆積する土層である。

第 4層 暗青灰色粘土 :層厚10～ 35cm。 鎌倉時代の水田土で、東部と西部は江戸時代の土層

によって削平されている。調査区の中央では足跡がみられる水田面を検出している。

この上面を調査面 (第 2調査面)と した。標高は8.Omを 測る。

第 5層 暗灰色粘土混細砂 :層 厚 5～ 15cm。 東部

に堆積する土層で、東部に行 くに従い厚

く堆積 している。 1

―――____  2

5    
｀

8

9

第 6層 淡灰褐色シル ト混粘土 :層厚20～ 40cm。   全

第 7層 暗灰褐色細砂混粘土 :層厚30～ 40cm。 こ  8.00m

第105図 基本層序柱状図 (S=1/40)

Ⅱ 検 出遺構 。出土遺物

第 4層上面 (第 2調査面)と 第 7層上面 (第 1調査面)の 2面の調査面を実施 した。その結

果、第 1調査面では、弥生時代後期～古墳時代前期に比定される土坑 7基 (SKl～ SK

7)・ 溝 2条 (SDl・ SD2)・ 石集積 1箇所を検出した。第 2調査面では、鎌倉時代に比

定される水田 1筆・濤 4条 (SD3～ SD7)を 検出した (第 106。 107図 )。 以下、各調査面

の遺構について記す。

調査画

4

の上面を調査面 (第 1調査面)と した。

弥生時代後期～古墳時代前期に至る遺構

を検出している。

第 8層 淡黄褐色粘土 :層厚15～ 25cm。

第 9層 青灰色粘土 :層 厚10cm。 層厚10cm以上。
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第6節 第5調査区

1)第 1調査面 (弥生時代後期～古墳時代前期 )

土坑 (SK)

SKl

CⅢ ―e6区で検出した。平面は、楕円形を呈する。規模は検出部で、東西径ユ.88m、 南北

径 1.24m、 深さ16cmを 測る。断面は、浅い半円形を呈する。堆積土は、淡灰褐色シルト混粘

上の 1層 である (第108図 )。 遺物は、内部から古墳時代前期 (庄 内式古相)に比定されるV様

式系甕 (1～ 3)。 庄内式甕 (4～ 7)・ 器台 (3・ 9)。 高杯などの破片が少量出土してい

る (第 109図 )。

N451 -―――

N450 -

1 淡灰掲色シル ト混粕土

0

第108国  SKl平 断面図
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第109図  SKl出 土追物実測図

SK2

CⅢ ―e6～ f6区で検出した。南北はともに調査区外に至る。平面は、不定形を呈する。

規模は検出部で、東西5。 9m、 南北2.lm、 深さ15c/mを 測る。断面は、浅い逆台形を呈する。堆

積土は、淡灰褐色シル ト混粘土である (第 110図 )。 遺物は、内部から古墳時代前期 (庄 内式古

相)に比定されるV様式系奏 (10)。 庄内式甕 (11)。 鉢 (12～ 14)・ 高杯 (15。 16)の 破片

が少量出土 している (第111図 )。

SK3

CⅢ ―e7～ f7区で検出した。SD2が縦断するかたちで切つており、南北はともに調査

区外に至る。規模は検出部で、東西96cm、 南北 2m以上、深さ16cmを 測る。平断面の形状は、
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第6節 第 5調査区

A'

,正
三 r三

千

三 :夏
て こ 10

第111図  SK2出 土遺物実測図
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淡責褐色微砂混粘土

淡灰茶色粘土

0           1m

第112図  SK3平 断面図

不明である。堆積土は、淡黄褐色

微砂混粘土・淡灰茶色粘土の 2層

である (第 112図 )。 遺物は、内部

から古墳時代前期に比定されるV

様式系甕 (17～ 20)。 鉢 (21・

22)。 高杯 (23)な どの破片が少

量出土している (第 113図 )。

SK4

CⅢ ―e8～ f8区で検出した。

南北はともに調査区外に至 り、平

面の形状は不明である。規模は検

出部で、東西 1.8～ 2.2m、 南北

2.2m以上、深 さ20cmを 測る。断

面は、逆台形を呈する。堆積土は、

淡灰褐色シル ト混粘上である (第

1

2

第113図  SK3出土遣物実測図
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第 6節 第 5調査区

114図 )。 遺物は、内部から古墳時代前期に比定されるV様式系甕 (24)な どの小片がごく少量

出土 している (第 115図 )。

SK5

CⅢ ―e8～ f8区で検出した。南北はともに調査区外に至 り、平面の形状は、不明である。

規模は検出部で、東西3.76～ 4.16m、 東西2.2m以上、深さ25cmを 測る。断面は、逆台形を呈

する。堆積土は、淡灰褐色シル ト混粘土の 1層 である (第 116図 )。 遺物は、中央の北壁から古

墳時代前期に比定される壷 (25・ 26)2点 と木片 1点が出土 している (第 117・ 118図 )。

SK6

CⅢ ―e9～ f9区で検出した。北部はともに調査区外に至 り、平面の形状は、不明である。

規模は検出部で、東西1.4～ 1.8m、 南北2.2m、 深さ12cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。

堆積土は、淡灰褐色シル ト混粘土である。遺物は、内部から古墳時代前期に比定される土師器

の小片がごく少量出土 している。

SK7

CⅢ ―e9区で検出した。北部は調査区外に至る。平面は検出部で、半楕円形を呈する。規

模は検出部で、東西0,92m、 南北 3m、 深さ14cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、

淡灰褐色シル ト混粘土である。遺物は出土 していない。

溝 (SD)

SDl

CⅢ ―e6～ f6区で検出した。方向は南東―北西方向を示 し、南北はともに調査区外に至

る。規模は検出部で、幅34～ 40cm、 深さ9 cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、淡

灰褐色シル ト混粘土の 1層である。遺物は、内部から古墳時代前期に比定される土師器の小片

がごく少量出土 している。

SD2

CⅢ ―e7～ f7区で検出した。方向は、ほぼ南北方向を示す。SK3を 切 り、南北はとも

に調査区外に至る。規模は検出部で、幅40cm、 深さ 7 cmを 測る。断面は、半円形を呈する。堆

積土は、淡灰色シル トである。遺物は出土していない。

石集積

CⅢ ―e5区で検出した。平面の形状は楕円形で、平らな石 (径20～ 25cm、 厚み 5 cm)1個

と、その周囲に数十個の小石 (径 2～ 8 cm)が集積 しているのを検出した。東西約70cm、 南北

約85cmを 測る。検出面は、古墳時代前期の遺構面と同じ第 6層上面である。小石内に混ざつて

いる土層は、灰掲色細砂混粘質土である (第 119図 )。 遺物は、小石に混ざつている土師器の小

片がごく少量出土している。
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1 淡灰褐色シルト混粘土
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第117図  SK5出 土追物実測図 1
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第 6節 第 5調査区

第118図  SK5出 土追物実測図 2

2)第 2調査面 (鎌倉時代)

水田

調査区の中央部で検出した。東西はともに江

戸時代以降のと層できられており、水田面は東

西約23mの 部分だけが遺存 していた。水田面に

は無数の足跡が見られたが、水田を区画する珪

畔は調査区内では検出しなかった。足跡の形状

には円形・楕円形・不定形などさまざまな形が

あ り、大 きさは 5～ 30cmを 測る。深さは 3～

15cmを測 り、深いものが多い。これらの足跡に

は人のものと考えられる足跡がいくつか見られ

|た 。

SD3

CⅢ ―e7～ e8区で検出した。方向は東西

Э

N452-

|

0            1m

第119図 石集積平面図
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方向を示し、西部の一部が撹乱されている。規模は検出部で、検出長36m、 幅10～ 80cm、 深さ

8～ 16cmを 測 り、西側に行 くに従い細 くなっている。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、淡

灰褐色細砂混粘質土の 1層 である。遺物は、内部から古墳時代～鎌倉時代に至る土師器・須恵

器・瓦器などの小片がごく少量出土している。

SD4

CⅢ ― f5～ f8区で面出した。方向は、東西方向を示する。規模は検出部で、検出長12m、

幅18～ 30cm、 深さ10～ 1 5cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、淡灰褐色細砂混粘質

土の 1層 である。遺物は、内部から古墳時代～鎌倉時代に至る土師器・須恵器 。瓦器などの小

片がごく少量出土している。

SD5

調査区の東部 CⅣ ―e3で検出した。方向は東西方向を示 し、北東部でSDア が合流 してい

る。規模は検出部で、検出長約7.4m、 幅70～ 80cm、 深さ8～ 10cmを 測る。断面は、逆台形を

呈する。堆積土は、淡仄褐色細砂混粘質上の 1層 である。遺物は、内部から古墳時代～鎌倉時

代に至る土師器・須恵器・瓦器などの小片がごく少量出土 している。

SD6

調査区の東部 CⅣ ―e3区 で検出した。方向は南北方向を示し、北部は調査区外に至る。規

模は検出部で、検出長95cm、 幅20～ 24cm、 深さ 5 cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土

は、淡仄褐色細砂混粘質土の 1層 である。遺物は出土していない。

SD7

CⅣ ―e3区で検出した。方向は南北方向を示し、南部はSD5に合流 し、北部は調査区外

に至る。規模は検出部で、幅16～ 18cm、 深さ8 cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、

灰褐色細砂混粘質土の 1層 である。遺物は出土していない。

3)遺構に伴わない出土遺物

第 3・ 5層から出土 している。時期は、弥生時代後期～鎌倉時代に至るものである。出土量

は、コンテナ箱にして約 1箱分で、ほとんどが第 5層 からの出土である。以下、図示できた遺

物について記す。

第 5層 内から出土 したものは、弥生時代後期に比定される重 (27)・ 甕 (28。 29。 31・ 32)、

古墳時代前期に比定される複合口縁壺 (30)・ 庄内式奏 (33～ 35)。 器台 (36)で ある。第 3

層内から出土したものは、古墳時代後期に比定される須恵器 (Ⅱ 型式 1段階)の杯身 (37)で

ある (第 120図 )。
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31

第120図 遺構に伴なわない出土追物実測図
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第 1調査区

遺物番号

図版番号
碁 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 警 等 の 特 徴 色 調 土 焼 成 備 考

1 甕
(土師器)

口 径  13.0 口縁部は上外方へ伸び、端部はつまみ上げ
る。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ヘラ削り。

淡灰褐色 15111■ 以下
の長石・角
閃石・雲母

等の砂粒を

多量に含む。

良好

2 同上

SK3

口 径  126
器 高 152
最大径  153

球形の体部から屈曲し、上外方へ伸びる日

縁部に至る。端部は外傾する面をもつ。底部
は丸底。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(6勺 、内面ヘラナデ。

茶褐色一暗
茶灰色

4 5 HL以 下
の長石・石
英・チャー

ト・角閃石
雲母・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を多
量に含む。

良好

３

　

　

・一・

同上

SK3

口 径 ■ 3

器 高 6.9
偏平な地形の体部から屈曲し、上外方へ外

反気味に伸びる日縁部に至る。端部は丸い。

底部は九底。体部内面中位に1本の接合痕を

有する。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ後ハ

ケナデ、内面ナデ・指頭痕。

外 淡茶灰
色

内 淡灰茶
色

1.n以下の

砂粒を多量
に含む。

良好

４

　

・一・

高杯
(上師器)

SK3

□ 径 12.2 浅い半球形の杯部から上方へ内湾する日縁
部に至る。端部は内傾する面をもつ。脚部は

久損。
杯部外面ハケナデ (12利 、内面放射状暗

文。

赤褐色 3 nm以下の

長石・赤掲
色酸化粒等
の砂粒を含
む。

良好

5 同上

SK3

口 径 12.6 浅い半球形の杯部で、日縁端部は九く終わ

る。脚部は下外方へ伸びる。裾部は欠損。
杯部外面ナデ後ハケナデ (10本 )、 内面ナ

デ後放射状暗文、脚都外面ハケナデ (10利 、
内面しぼり目。

外 淡茶灰
色
茶灰色内

211■ 以下の

砂粒を多量
に含む。

良好

6 同上

SK3

国 径 浅い半球形の杯都から上方へ内湾する口縁
部に至る。端部は内傾する面をもつ。脚部は

下外方へ伸びる。裾部は欠損。
杯部タト面ナデ、内面剖離の為調整不明、脚

部外面上位ハケナデ (8本)、 中位以下ヘラ
による面とり、内面くりぬき。

赤褐色 2 ml■以下の

長石・チャ
ート・赤褐
色酸化粒・

雲母等の砂
粒を含む。

良好

フ 高杯
(須恵器)

SK3

口 径  158 杯部は上外方へ内湾して伸びた後上外方ヘ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は内傾す
る面をもつ。杯底部・脚部は欠損。杯部外面
下位に10条 1帯の波状文を施す。
杯部内外面回転ナデ。

淡灰色 l lun以下 の

砂粒 を微 量

に含 む。

良好 杯部内面上

位に灰かぶ

り。
ロクロ左方
向。

小型豆
(上師器)

SK3

口 径  7.6 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる日縁部に至る。端部は鈍く尖
る。底部は欠損。日縁部外面に1本の接合痕
を有する。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ、

内面ナデ。

淡仄茶色～

淡茶色

2 mm以下の

砂粒を多量
に含む。

良

杯身
(須恵器)

SK5

口 径 12.2
受部径 14.0
立ち上がり高

12

底体部は上外方へ内湾気味に伸び、受部に
至る。受部は水平に伸び、鈍く尖る。立ち上

がりは上内方へ伸び、端部は平らで内傾する

面をもつ。
内外面回転ナデ。

乳灰色 30m以下の

砂粒を微量
に合む。

良好 底体部外面
に自然釉付
着。

(須恵器)

SK5

□ 径  177 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は九く終わる。体部中位以下は欠損。口縁部
外面には2条対の稜が2箇所と、端部外面に
1条の稜が巡る。その稜の間にはそれぞれ上
から8条・9条・■条3帯の波状文が施され
ている。体部外面では2条の稜があり、その

間に4条 1帯の波状文を施す。
体部内面上位ハケナデ (11本)、 他は回転

ナデ。

淡灰色～灰
黒色

2 mn以 下の

砂粒を含む。
良好 ロクロ右方

向。
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第 1調査区

号

号

番

番

物

版

遺

図 器   種
出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 4Jl 色   調 胎    土 焼  成 備   考

11 奏
(上師器)

SK6

口 径

素歓含F籍密糧想ズ名F縁
部に至る。端

口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ
(11本)、 内面ナデ。

茶褐色 5 mm以 下の
砂粒を少量
含む。

良好

12

器

６

鉢
師

Ｋ

土

Ｓ

径

高

□

器
82
35

半球形の杯部で、日縁端部は九い。
外面ナデ、内面ヨコナデ。

淡茶灰色 微砂粒を少
量合む。

良好 完形。

羽釜
(土師器)

SK6

日 径 228

競夜「鉛嬬催たlr」齋殺
こ
議献華

に伸び、端部は九い。体部中位以下は久損。
日縁部外面ヨヨナデ、内面ハケナデ(9本)、

体部外面ハケナデ (10本)、 内面ヘラナデ。

乳茶灰色 l mm以 下の

砂粒 を少量

含 む。

良好

杯身
(須恵器)

SK6

口 径 11.8
器 高 57
受部径 13.8
立ち上がり高

1.9

やや深く九味をもつ底体部から下外方へ伸
び、受部に至る。受部は水平に伸び、九い。
立ち上がりは上内方へ外反し伸び、端部は九

底体部外面1カ 回転ヘラ削り、他は回転ナ
デ 。

灰青色 微砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

SK6

口 径  107
受部径 149
立 ち上が り高

74

上外方へ内湾して伸びる杯体部から受部に
至る。受部は水平に伸び、九い。立ち上がり
は上内方へ外反して伸び、端部は九い。底部
は久損。
体部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

灰青色 2 mm以下の

砂粒を少量
合む。

良好 底体部外面
灰かぶり。
ロクロ左方
向。

同上

SK6

口 径 10,4
受都径 12.6
立ち上がり高

17

上外方へ内湾して伸びる杯体部から受部に
至る。受部は水平に伸び、九い。立ち上がり
は上内方へ外反気味に伸び、端部は内傾する
面をもつ。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

淡灰青色 微砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ方向
不明。

17 同上

SK6

口 径 12,7
受部径 14.9
立ち上がり高

1.4

上外方へ伸びる杯体部から受部に至る。受
部は外上方へ伸び、九い。立ち上がりは上内
方へ伸び、端部は九い。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

灰青色 微砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

SK6

口 径 13.0
器 高 38
受部径 156
立ち上がり高

12

派慢賓論こ藉よ令鳥蔀音免★α鉛鎚霊
へ

底体部外面1/6回転ヘラ削り、内面1/6不
定方向のナデ、他は回転ナデ。

灰黒色 l mm以下の

砂粒を少量
合む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

SK6

口 径 141
受部径 164
立ち上がり高

10

やや深く平らな底体部から受部に至る。受
部は水平に伸び、鈍く尖る。立ち上がりは上
内方へ外反して伸び、端部は九い。底部の一
部は矢損。
底体部外面約1/3回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

仄青色 微砂粒を少
豊含む。

良好 底体部外面
約1/3灰 か
ぶり。
ロクロ方向
不明。

20

器
　
　

６

鉢
恵
　
　

Ｋ

須
　
　
Ｓ

口 径 07
反貴案花荏泰憲善壕黎ど皇な評常象志真な分底
穣銑奔懇辛念栞楚昇僑広ユ会?籍ご臼贔子デ。

灰青色 微砂粒を微
量に含む。

良好 ロクロ方向
不明。

逐

(須恵器 )

SK6

口 径  12.2 偏平な球形の体部から屈曲し、上外方へ外
反して伸びた後屈曲して上外方へ伸びる日縁
部に至る。端部は九い。底部は久損。体部中
位には円子し1個が芽かれている。
体部外面中位以下回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

灰言色 2 mm以下の

砂粒を微量
に合む。

良好 ロクロ方向

不明。

奏
(土師器)

SD2

口 径 164 口縁部は上クト方へ外反 して伸び、端部は九
い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ。

灰茶褐色 微砂粒を少
量合む。

良好
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遺物番号

図版番号
器   種

土

ｍ
，

出

くｃ

地点

器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎 土 焼 成 備   考

甕

(上師器)

SD2

口 径 231 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は内

方へ肥厚し、九い。体部は久損。
口縁部内外面ヨコナデ。

茶褐色 3 1nm以 下の

雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好

鉢
(土師器)

SD2

口 径 236 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる国縁部に至る。端部は内方ヘ

肥厚し、外傾する面をもつ。体部下位は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(7利 、内面ヘラナデ。

暗茶褐色 3 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

SD2

口 径 267 体部は上外方へ内湾して伸びる口縁部に至
る。端部は内傾する面をもち、 1箇所に注ぎ
口がみられる。体部下位は欠損。
内クト面ヨヨナデ。

乳茶橙色 微砂粒を少
量含む。

良好

杯
(上師器)

SD2

径
高

口
器

平らに近い底部から上外方へ内湾気味に伸
びる国縁部に至る。端部は九い。体部外面に
2本の接合痕を有する。
端部内外面ヨコナデ、日縁部・体部内外面

ヘラナデ。

乳茶橙色 細砂粒を少
量含む。

良好

高杯

(上師器)

SD2

底 径 124 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸びた後屈曲
し、外下方へ外反して開く裾部に至る。端部
は下方へつまみ出す。
柱状部外面ヘラ削りによる面とり、内面く

りぬき、裾部内外面ヨヨナデ。

乳茶赤色 微砂llIを 微
量に含む。

良好

28 羽釜

(土師器)

SD2

口 径 312 上方へ伸びる体部から屈曲して上外方へ伸
びる国縁部に至る。端部は丸い。鍔部は水平
に伸び、九い。体部は欠損。
国縁部内外面・体部外面ヨコナデ、内面ヘ

ラナデ。

茶灰色 3 mm以下の

雲母等の砂
粒を少量に

含む。

良好 鍔部外面下

位に煤付着

同上

SD2

口 径 254 体部から上外方へ外反して伸びる口縁部に

至る。端部は内方へ若干肥厚する。鍔部は水
平に伸び、九い。体部は欠損。内面に1本の

接合痕を有する。
内外面ヨヨナデ。

淡茶赤色 3 mm以下の

雲母等の砂
粒を微量に

含む。

良好

同上

SD2

口 径  282 体部は上外方へ外反して伸びる口縁部に至
る。端部は九い。鍔部は水平に伸び、九い。
体部は欠損。
外面ヨコナデ、内面ハケナデ (6本)。 指

頭痕

茶橙色 細砂粒を多
量に合む。

良好

31 杯蓋

(須恵器)

SD2

径

径

高

み

口

器

つ

平坦で低い天丼部から外下方へ直線的に伸
びる国縁部に至る。端部は下方へつまむ。天

井部には偏平な宝珠状のつまみがある。
天丼部外面回転ヘラ削り、つまみ・端部内

外面回転ナデ、内面不定方向のナデ。

外

内
淡灰色
乳灰色

微砂粒を微
量に含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

SD2

口 径 152 天丼部は斜下方へ伸びる口縁部に至る。端

部は下方へつまむ。天丼部の一部は欠損。
天丼部外面回転ヘラ削り、日縁部外面回転

ナデ、内面不定方向のナデ。

灰青色 微砂粒を少
量に含む。

良好 ロクロ左方
向。

３
　
　
　
ニ

３
　
　
　
一二

(須恵器)

SD2

底 径 108 体部上位以上は欠損。平底の底部から屈曲
し、上外方へ伸びる。
内外面不定方向のナデ。

灰青色 3 mm以 下の

砂壮 を少量

含 む。

良好 底部内面灰
かぶり。
ロクロ方向
不明。

小皿

(土師器)

SEl

口 径  90 平らと思われる底部から外上方へ内湾気味
に伸びる国縁部に至る。端部は九い。底部の
一部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡灰褐色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好

同 上 口 径 94 やや九味をもつと思われる底部から上外方
へ内湾して伸びる国縁部に至る。端部は内方
へ肥厚する。底部は欠損。

口縁部内外面ナデ。

淡灰褐色 0501m以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好
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第 1調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

６

　

一二

３

　

一二

小皿

(土師器)

SEl

径
高

口
器

86
15

やや窪んだ底部から屈曲し、上外方へ伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡灰掲色 l ml以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SEl

口 径  92 九味のある底部から屈曲し、斜上方へ伸び
る口縁部に至る。端部は外傾する面をもつ。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部内クト面ナデ。

淡灰掲色 l mm以下の

砂壮を微量
に含む。

良好

同上

SEl

径
高

口
器

90
1 5

平坦な底部から屈曲し、斜上方へ伸びる国
縁部に至る。端部は九い。

国縁部内外面ヨヨナデ、底部内タト面ナデ。

淡灰褐色 2 1nm以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好 完形。

同上

SEl

径

高

日

器

8.5

12
九味のある底部から屈曲し、上外方へ伸び

る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡灰褐色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
畳合む。

良好

椀

(瓦器 )

SEl

口 径 142
器 高  52
底 径  5,6

半球形の杯体部で、日縁端部は九く終わる
底部外面には断面逆台形の高台が付く。
外面ナデ後ヘラミガキ、内面ヘラミガキ、

高台外面ヨヨナデ。

灰褐色 l IIII以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SEユ

口 径 146 杯体部は上外方へ内湾して伸び、日縁部は
僅かに外反する。端部は九い。底部は欠損。
外面ナデ後ヘラミガキ、内面ヘラミガキ、

見込みは格子状暗文。

灰褐色 l HH以下の

砂粒を少量
に含む。

良好

同上

SEl

口 径 151
器 高 48
底 径 45

やや浅い半球形の杯体部で、口縁端部は九
く終わる。底部外面には断面逆台形の高台が
付く。底部の一部は欠損。

内外面ナデ後ヘラミガキ、高台クト面ヨコナ
デ、見込みは格子状暗文。

乳灰色 0,5 nun以下
の秒粒を微
量に含む。

良好

同上

SEl

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部で、口縁部が僅かに外反 し
端部は九く終わる。底部外面には断面逆三角
形の高台が付く。
端部内面ヨコナデ、内外面ナデ後ヘラミガ

キ、見込みは不定形の螺旋状暗文。

乳灰色 l ml以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SEl

口 径 14.6 半球形と思われる杯体部で、国縁端部は九
く終わる。底部は欠損。
内外面ナデ後ヘラミガキ。

乳仄色 1.m以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SEユ

口 径 150 杯体部は上外方へ伸びる口縁部に至る。端
部は九く終わる。体部中位以下は欠損。
内外面ナデ後ヘラミガキ。

灰黒色 lm以下の

砂粒を少量
に含む。

良好

同上

SEl

口 径  14,8 半球形と思われる杯体部で、口縁端部付近
では器肉を減じて鈍く尖る。底部は欠損。
内タト面ナデ後ヘラミガキ。

淡灰色 l ml以下の

砂粒を微量
に合む。

良好

同上

SEl

口 径  148 半球形と思われる杯体部で、口縁部は僅か
に外反し、端部は九く終わる。底部は欠損。
内クト面ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状

暗文。

灰掲色 0 5 Hun以下
の砂粒を微
畳に合む。

良好

同上

SEl

口 径 15,0 半球形と思われる杯体部で、日縁端部は内
方へ肥厚し、丸い。底部は欠損。
内外面ナデ後ヘラミガキ。

黒灰色 0 5 nln以下
の砂粒を微
量に合む。

良好

49 小皿

(上 師器 )

SE3

口 径 85
器 高 15

若千窪みをもつ底部から外上方へ伸びた後
外上方へ短く外反して伸びる日縁部に至る。
端部は内方へ肥厚し、九く終わる。

日縁部外面・内面ヨコナデ、底部外面ナデ。

乳茶色 微砂粒を少
量合む。

良好

50 同上'

SE3

口 径 94
器 高 17

九味をもつ底部から外上方へ外反して伸び
る口縁部に至る。端部はつまみ上げる。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 微砂粒を少
量含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器

土

ｍヶ

出

てｃ
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色   調 胎 土 焼  成 備 考

小皿

(土 師器)

SE3

径

高

口

器

92
20

九みのある浅い底都から外上方へ短く外反
して伸びる口縁部に至る。端部は上につまむ。
底部の一部は欠損。

□縁部外面・内面ヨコナデ、底部外面ナデ。

乳茶色 微砂粒を微
量に含む。

良好 口縁部外面
上位に黒班

有。

同上

SE3

口 径 100
器 高  2.3

九味をもつ底部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡茶色 微砂粒を少
量含む。

良好 底部内外面
に煤付着。

３

　

一三

５

　

　

一二

同上

SE3

口 径 100
器 高 20

丸味をもつ底部から上外方へ伸びる口縁部
に至る。端都は内傾する凹面をもつ。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 微砂粒を少
量含む。

良好 底部内外面
に煤付着。

中皿

(土 RW器 )

SE3

口 径  147 上外方へ伸びる体部から口縁部に至る。端
部は外に面をもち、沈線が巡る。底部は久損。

口縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

乳茶色 微砂粒 を少

量含 む。

良好

５
　
　
一二

５
　
　
一二

同上

SE3

口 径 15,7
器 高  2.8

広く平坦な体部から屈曲し、上外方へ内湾
気味に伸びる日縁部に至る。端部は九い。

日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡茶色 微砂粒を少
量含む。

良好

Ⅷ醐ＳＥ３

径
高

□
器

丸味をもつ底部から上外方へ伸びる口縁部
に至る。端都は外につまみ出し、九く終わる。
内面ヘラミガキ。

黒灰色 微砂粒を少
量合む。

良好 完形。

杭

(瓦器 )

SE3

径
高
径

口
器
底

底部が平坦な半球形の杯体部から上外方へ

外反して伸びる国縁部に至る。端部は丸い。

底部外面には断面逆台形の高台が付く。
内外面ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状

ヘラミガキ、高台ヨコナデ、底部クト面ナデ。

黒仄色 微砂粒を少
量含む。

良好

拘上

SE3

径
高
径

国
器
底

深い半球形の杯体部から上外方へ外反気味
に伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部外
面には断面U字形の高台が付く。
内外面ナデ後密なヘラミガキ、高台ヨコナ

デ、底部外面ナデ。見込みは密な平行状暗文。

外 灰

　

色

茶

　

掲

淡

色

黒内

微砂粒を微
量に含む。

良好 完形。

椀
(黒色土器)

SE6

口 径 154
器 高 48
底 径 78

半球形の杯体部からそのまま口縁部に至る。
端部は鈍く尖る。底部外面には断面逆三角形
の高台が付く。
外面ナデ後ヘラミガキ、下位指頭痕、内面

密なヘラミガキ、高台ヨコナデ。

外 灰褐色
内 黒灰色

lm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 底部外面に

墨書がみら
れる (解読
不明)。

０
　
　
　
四

６
　
　
　
一二

ミニチュア
の高杯
(土師器)

SE8

口 径  66 浅い半球形の杯体部から回縁端部に至る。
端部は九い。脚部は欠損。
杯部外面ナデ、内面ヘラナデ。

淡茶橙色 微砂粒を少
量含む。

良好

１

　

　

　

四

６

　

　

　

一二

小皿

(上 師器 )

SE8

径

高

口

器

9 2

18
九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る国縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、その他はナデ。

乳茶橙色 微砂粒を少
量含む。

良好 完形。

２

　

　

　

四

６

　

　

　

一二

同上

SE8

径

高

口

器

94
1 6

平らに近い底部から斜外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、その他はナデ。

乳茶褐色 0 5 mI以 下
の砂粒を微
量に合む。

良好 完形。

３
　
　
　
四

６
　
　
　
一三

同上

SE8

径
高

口
器

94
16

平らに近い底部から斜外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、その他はナデ。

乳茶色 微砂粒を微
量含む。

良好 完形。

三 四

台付小皿

(上 師器)

SE8

径
高
径

日
器
底

杯都は平坦な底部から上外方へ内湾して伸
びる口縁部に至る。端部は九い。高台は下外

方へ直線的に伸びる。端部は九い。
内外面ヨコナデ。

乳茶色 微砂粒を含
む。

良好 完形。
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第1調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

三 四

台付小皿

(上 師器)

SE8

径
高
径

口
器
底

杯部は平らに近い底部から上外方へ内湾し
て伸びる口縁部に至る。端部は九い。高台は
下外方へ外反気味に伸びる。端部は丸い。

口縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ、
高台内外面ヨヨナデ。

乳茶色 微砂粒を少
量含む。

良好 完形。

中皿

(土 師器)

SE8

口 径 148
器 高 31

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部外面ナデ・指

頭痕、内面ナデ。

淡茶灰色 微砂粒を含
む。

良好 完形。

同上

SE8

口 径 177
器 高 27

平坦な底部から上外方へ伸びる国縁部に至
る。端部は外傾する面をもつ。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部外面ナデ・指

頭痕、内面ナデ。

乳茶黄色 微砂粒を少
量合む。

良好

68

三 四

小皿

(瓦器 )

SE8

径
高

口
器

88
24

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は鈍く尖る。
日縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、体部内外面

ナデ後ヘラミガキ、見込み斜格子状暗文。

淡灰褐色 微砂粒を少
量含む。

良好 完形。

三 四

同上

SE8

径
高

口
器

89
25

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
口縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ後ヘラ

ミガキ、内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗
文。

黒灰色 微砂粒を少
量含む。

良好 完形。

三 四

同上

SE8

径
高

口
器

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ヘラミガキ。

黒灰色 l mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

三 四

椀

(瓦器)

SE8

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は鈍く尖る。底部外面
には断面逆三角形の高台が付く。
内外面ヘラミガキ、高台ヨコナデ、底部外

面ナデ、見込みは格子状暗文。

黒灰色 微砂粒を少
量含む。

良好

同上

SE8

口 径 157 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は丸い。底部は欠損。
内外面ナデ後ヘラミガキ。

外

内
乳灰色

黒灰色

微砂粒を微
量に含む。

良好

同上

SE8

口 径  144 半球形の体部から上外方へ外反気味に伸び
る口縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
底部は欠損。
クト面ナデ・指頭痕後ヘラミガキ、内面ヘラ

ミガキ。

黒灰色 微砂粒を少
量含む。

良好

74

三四

羽釜

(土師器)

SE8

口  径 340 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し、
外上方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端
部は内方へつまみ上げる。鍔都は水平に伸び、
端部は九い。体部中位以下は欠損。
外面・口縁部内面ヨヨナデ、体部内面ヘラ

ナデ。

乳茶褐色 3m以下の

砂粒を少量
合む。

良好

75

三四

小型重
(須恵器)

SE8

底 径  3.5 口縁部は欠損。楕円形の体部で、底部は平
底。

内外面回転ナデ。

乳灰褐色 微砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ方面
不明。

76

二 五

小皿

(土師器)

SE9

径
高

口
器

9,4

1 6

若千九味をもつ底部から外上方へ内湾気味
に伸びる国縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 4 5 mm以 下
の砂粒を少
量合む。

良好 完形。

７

　

五

７

　

一二

同上

SE9

径
高

口
器

9.5

19
九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は九い。
回縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 241m以下の

砂粒を微量
に合む。

良好 完形。

78

二五

同上

SE9

径
高

口
器

9.5

20
丸い底部から斜上方へ内湾気味に伸びる口

縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 3 mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好 完形。
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(ca) 器高
形 態 ― 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼 成 備 考

三 五

小皿

(土師器)

SE9

径

高

口

器

97
1 4

広く平坦な底部から屈曲し、斜上方へ伸び

る口縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 1.lm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 完形。

80

二五

同上

SE9

口 径  102
器 高  16

平らに近い底部から屈曲し、上外方へ内湾

気味に伸びる口縁部に至るも端部は外傾する

面をもつ。底部の一部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳茶色 2 5 mn以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

81

二五

小皿

(瓦器 )

S E10

径
高

口
器 1 9

広く平坦な底部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる日縁部に至る。端部は九い。

外面ヘラミガキ、内面ナデ後ヘラミガキ。

灰 黒色 2m以 下の

砂粒 を微量

に含 む。

良好

二 五

杭
(瓦器)

S E10

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部で、日縁端部は九く終わる。
底部外面には断面逆三角形の高台力Y寸 く。口

縁端部外面に沈線が巡る。
内タト面やや粗いヘラミガキ、高台外面ヨコ

ナデ、底部外面ナデ、見込みは格子状暗文。

黒灰色 2 1un以 下の

砂粒を少量

合む。

良好 完形。

二 五

同上

S E10

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部で、口縁端部は九く終わる。
底部外面には断面逆三角形の高台が付く。

内外面ナデ後粗いヘラミガキ。高台ヨコナ

デ、底部外面ナデ、見込みは斜格子状暗文。

黒灰色 0 5 ml以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

84

三五

同上

S E10

口 径 14.8
器 高 5,9
底 径  53

半球形の杯体部で、日縁端部は上外方へ外
反して九く終わる。内側には沈線が巡る。底

部外面には断面逆三角形の高台が付く。
内面ハケナデ後細かいヘラミガキ、外面粗

いヘラミガキ、高台ヨコナデ、底部外面ナデ、

見込みは平行状暗文。

淡灰色 0.5 mm以 下

の砂粒 を多

量含 む。

良好 完形。

85

三五

杯

(上 師器)

SK7

口 径  14,2 九味をもつと思われる底部から外上方へ伸
びる日縁部に至る。端部は僅かにつまみ上げ、

外傾する小さな面をもつ。底部の一部は欠損。
日縁部外面 。内面ヨコナデ、体部外面ナデ。

外 乳灰茶
色

内 乳茶灰
色

l lLm以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

杯蓋
(須恵器)

S

径
高

径

口
器
稜

やや高く九味をもつ天丼部から外下方へ伸
び、稜に至る。稜は鈍い。日縁部は下外方ヘ

内湾して伸び、端部は内傾し、段をもつ。
天丼部約1/8回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

外 灰褐色
内 淡灰色

3 mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好 ロクロ右方

向。

杯
(須恵器)

S P13

日 径 87 平らと思われる底部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は丸い。底部の一

部は欠損。
底部外面不定方向のナデ、他は回転ナデ。

淡灰色 0.5 mm以 下

の砂粒 を微

量 に含む。

良好 内面灰かぶ

り。
ロクロ方向

不明。

88

三五

小皿

(上 師器)

S P120

径
高

口
器

9.6

17
九味をもつ底部から斜上方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。
内外面ナデ。

乳茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 完形。

(上師器)

包含層

底 径 106 体部以上は欠損。体部は上タト方へ伸びる。

底部は突出しない平底。
内外面磨耗の為調整不明瞭。

乳茶橙色 5 1uR以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包含層

底 径 60
最大径 203

体部中位以上は欠損。体部は偏平な球形と

思われる。底部は突出した窪み底。
外面磨耗の為調整不明瞭、内面ハケナデ

(7本)後ヘラナデ。

乳灰橙色 0 5 1ul以下
の砂粒を微
量に合む。

良好

同上

包合層

日 径 21 上方へ伸びる頸部から屈曲し、外上方へ伸
びた後堀曲して上外方へ外反して伸びる口縁
部に至る。端部は九い。体部は欠損。頸部内

面に1本の接合痕を有する。
頭部外面ハケナデ (8本)後ヨコナデ、他

はヨヨナデ。

外

内
茶褐色

淡灰茶
色～淡
茶褐色

3.5 tun以下
の砂粒を少
量含む。

良
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第 1調査区

遺物番号

図版番号
器 種

点

高

地

器

土

ｍ
＞

出

くｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

92 養
(土師器)

包含層

径
高
径

口
器
底

上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
外上方へ外反気味に伸びる国縁部に至る。端
部は九い。底部は突出した平底と思われる。
瑛部に1本の接合痕を有する。
口縁部外画ハケナデ (10利 後ヨコナデ、

内面ヨコナデ、体部外面調整不明瞭、内面ヘ
ラナデ。

外

内
淡茶色
淡茶褐
色～茶
褐色

2 mm以下の

角閃石等の

砂粒を多量
に合む。

良好 内面の一部
に煤付着。

同上

包含層

口 径  132 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ伸びる口縁部に至る。端部は九い。
体部中位以下は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ
(10本 )、 内面ヘラ削り。

外 乳茶色
内 淡茶橙

色

l oun以 下の

長石・雲母
石英・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を多
量に合む。

良好

同上

包含層

口 径 228 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反 して伸びる口縁部に至る。端部
はつまみ上げる。体部中位以下は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ
(9利 、内面ハケナデ (10本)後ヘラ削り。

淡茶色 4 5 mm以 下
の砂粒を少
量合む。

良好

同上 口 径  158 日縁部は上外方へ内湾して伸び、端部は内
方へ肥厚し、内傾する面をもつ。体部は久損。
内外面ヨヨナデ。

淡茶色 2 4Lm以 下の

砂粒を少量
合む。

良好

同上

包合層

口 径  158 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ
外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。

日縁部外面ハケナデ (5勺 後ヨコナデ、
内面・体部外面ハケナデ (8本)、 内面ヘラ
首Jり 。

茶褐色 3 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

鉢
(土師器)

包含層

口 径  150
器 高  76

偏平か半球形の杯体部から屈曲し、上外方
へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は九
▼ヽ。
国縁部内外面ヨヨナデ、底体部外面ナデ・

指頭痕、内面ナデ。

鰺 髄 1 5 mm以下
の長石・チ
ヤート・赤
掲色酸化壮
雲母等の砂
粒を多量に
含む。

良好

同上

包含層

□ 径 11.6 上外方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ内湾して伸びる国縁部に至る。端部
は丸い。底部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内タト面ヨコナ

デ 。

乳茶灰色 3■un以下の

砂粒を微量
含む。

良好

同上

包創唇

口 径 12.6 上外方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上方へ短く伸びる口縁部に至る。端部は九い。
底部は欠損。体部外面下位に1本の接合痕を
有する。

日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

外 赤褐色
～灰褐
色
淡灰茶
色

内

1 5 mm以下
の砂粒を多
量に含む。

良好

二 五

小型重
(上師詢

包合層

口 径 72
器 高 34
最大径  8.4

偏平な球形の体部から屈曲し、上外方へ外
反して伸びる口縁部に至る。端部は外方へ僅
かにつまみ出す。底部は九底。体濫内面に 1

本の接合痕を有する。
口縁部内外面指頭痕後ヨヨナデ、体部外面

内面上位ナデ、下位指ナデ。

外 淡茶褐
色

内 淡茶色

4 mm以下の

長石・角閃
石・石英等
の砂粒を微
量含む。

良好

101 ミニチユア
の高杯
(土師翻

包含層

径
高
径

口
器
底

外下方へ伸びる杯底部から上外方へ内湾し
て伸びる口縁部に至る。端部は九い。脚部は
下外方へ伸びる柱状部から屈曲し、外下方ヘ

伸びる裾部に至る。端部は九い。
桂状部内面しぼり日、他はナデ。

茶栓色 1 5 mlR以 下
の砂粒を少
量含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器皿
ｍ

形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎    土 焼  成 備   考

高杯

(土師詢

包合層

口 径  126 平らに近い杯底部から上外方へ内湾して伸
びる口縁部に至る。端部は九い。脚部は欠損。

杯部外面ヨヨナデ、杯底部外面ハケナデ

(10莉 、内面ハケナデ (6本)後放射状暗

文。

乳灰茶色 2 nr以下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包合層

口 径 109 杯部は上外方へ内湾して伸びる国縁部に至

る。端部は九い。杯底部以下は欠損。

杯部クト面ハケナデ (10本)、 内面ヨヨナデ。

淡茶灰色 2 ml以下の

砂粒を微量

含む。

良好

104 同上

包含層

口 径  128 杯部は上外方へ内湾して伸び、端部は上 I

面をもつ。杯底部以下は久損。

杯郡外面ハケナデ Ql和 、内面ヨコナデ

乳茶色 4 1nl以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包含層

口 径  154 杯部は上外方へ内湾して伸びる口縁部に至

る。端部は九い。杯底部以下は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部クト面指頭圧痕、

内面ナデ。

灰褐色 4 nlm以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

106 同上

包含層

底 径  8.0 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反気味に伸
びる柱状部から外下方へ伸びる裾部に至る。

端部は外傾する面をもつ。

注状部外面ヘラによる面とり、内面くりぬ

き、裾部外面ナデ、内面ハケナデ(4本)後ヨ

コナデ。

茶褐色 2 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

107 製塩土器

包含層

底 径  38 口縁部は欠損。平らな底部から屈曲し、上

方へ内湾気味に伸びる体部に至る。

体部外面タタキ (4本)、 底部外面ナデ、

内面指ナデ。

乳灰橙色 3 mn以下の

砂粒を微量

含む。

良好

108 土錘

(土師質)

包合層

管状形を呈する。
ナデ・指頭痕。

淡灰茶色～

灰茶色

2 ma以下の

砂粒を多量
に含む。

良好

109 同上

包含層

管状形を呈する。
ナデ・指頭痕。

灰褐色 05m以下
の砂粒を少
量含む。

良好

橋鶴　　癬

口 径 11.3
稜 径 112

やや高く九みをもつ天丼部から外下方へ仲
び、稜に至る。稜は鈍く尖る。国縁部は下外

方へ伸び、端部は外傾する面をもつ。

天丼都外面約2/3不定方向のナデ、他は回

転ナデ。

外

内
灰色
炭青色

4 mm以下の

砂粒 を少量

含む。

良好 ロクロ左方

向。
天丼部クト面

約2/31こ /1H

付着。

同上

包含層

径
高
径

口
器
稜

やや深く九みをもつ天丼部から下外方へ仲

び、稜に至る。稜は鈍く尖る。日縁部は下外

方へ内湾気味に伸び、端部は内傾する凹面を

もつ。
天丼外面4/5回転ヘラ削り、他は回転ナデ

色
色
褐

棘
棘
一灰色

外

内

0 5 Hnl以 下
の長石等の

砂粒を微量

含む。

良好 ロクロ右方
向。
天丼部内面
に炭化物付

着。

同上

包含層

径
高
径

口
器
稜

深く九みをもつ天丼部から下外方へ伸び、

稜に至る。稜は鈍く尖る。日縁部は下方へ内

湾気味に伸び、端部は内傾する面をもつ。

天丼部外面6″ 回転ヘラ削り、他は回転ナ
→声。

灰色 精良。 良好 ロクロ右方

向。

同上

包含層

径
高
径

口
器
稜

やや低く平らな天丼部から下外方へ伸び、

稜に至る。稜は鋭く尖る。日縁部は下外方へ

伸び、端部は内傾する面をもつ。
天丼外面1/2回転ヘラ削り、他は回転ナデ

外

内
乳灰色

灰青色

2 mF以下の

砂粒を微量

含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 134
器 高 43
稜 径 129

やや低く九みをもつ天丼部から下外方へ仲

び、稜に至る。稜はやや鋭く尖るρ口縁部は

下外方へ伸び、端部は内側に面をもつ。

天丼部クト面約1/2回転ヘラ削り、内面不定

方向のナデ、他は回転ナデ。

外

内
乳灰色
灰青色

3 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ右方

向。
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第 1調査区

遺物番号
図版番号

器   種
占
ヽ
高

地

器

土

ｍ
＞

出

ぐｃ
形 態  調 整 等 の 特 徴 色   調 胎 土 焼  成 備 考

杯蓋

包含屠

径
径

口
稜

天丼部から下外方へ伸び、稜に至る。稜は
鈍く尖る。口縁部は下外方へ内湾気味に伸び、
端部は内傾する凹面をもつ。天丼部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 精良。 良好 ロクロ右方
向。

同上

包合層

口 径  128
稜 径 116

天丼部から下外方へ伸び、稜に至る。稜は
鈍い。口縁部は下外方へ伸び、端部は内傾す
る面をもつ。天丼部は欠損。
天丼部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

色
色

青
灰

灰
青

外
内

2 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ右方
向。
外面灰かぶ

り。
天丼部内面
に炭化物付
着。

117 同上

包含層

径
高

口
器

九みをもつ天丼部から外下方へ伸びる。稜
は痕跡なし。国縁部は下外方へ伸び、端部は
内方へつまみ下げる。
内外面回転ナデ。

色
色

褐
青

灰
灰

外
内

2 mm以下の

長石・チ ャ

ー ト等の砂

粒を多量に
含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包合層

口 径 天丼部は欠損。天丼部から下外方へ伸びる
稜は痕跡なし。日縁部は下外方へ伸び、端部
は九い。天丼部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 3 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

杯身
(須恵器)

包含層

口 径 116
受部径 134
立ち上がり高

18

受都は水平に伸び、九い。立ち上がりは上
方へ伸び、端部は内傾する凹面をもつ。底部
は欠損。
内外面回転ナデ。

淡灰青色 2 mm以下の

砂粒 を少量

含む。

良好 受部タト面に

釉付着。
ロクロ方向
不明。

120 同上

包含層

口 径 10,0
受部径 116
立ち上がり高

19

九みをもつと思われる底体部から受部に至
る。受部は水平に伸び、九い。立ち上がりは
上方へ伸び、端部は内傾する凹面をもつ。
底体部外面約1/2回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

灰青色 3 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 131
受部径 156
立ち上がり高

1.8

体部は上外方へ内湾気味に伸び、受部に至
る。受部は外上方へ伸び、九い。立ち上がり
は上内方へ伸びた後直立し、端部は内傾する
凹面をもつ。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

青灰色 1 5 mn以下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ方向
不明。

122 同上

包含層

口 径 124
器 高 51
受部径 152
立ち上がり高

1,7

深く九い底体部から受部に至る。受部は水
平に伸び、鈍く尖る。立ち上がりは内上方へ

外反して伸び、端部は内傾する面をもつ。
底体部外面2/3回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

淡灰色 2 mm以下の

長石・チャ
ート等の砂
粒を多量に

含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含曙

口 径 110
受部径 136
立ち上がり高

15

体部は上外方へ内湾して伸び、受部に至る。
受部は水平に伸び、九い。立ち上がりは上内
方へ伸び、端部は九い。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰青色 精良。 良好 ロクロ左方
向。

124 同上

包含層

口 径 116
受部径 140
立ち上がり高

13

深く九みをもつと思われる底体部から受部
に至る。受部は上外方へ伸び、九い。立ち上
がりは内傾し、端部は内傾する面をもつ。
底体部外面1/6回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

乳仄青色 2 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

125 同上

包含層

口 径 108
器 高 45
受部径 13.0
立ち上がり高

1.0

深く九みをもつ底体部から受部に至る。受
部は外上方へ伸び、九い。立ち上がりは内傾
し、端部は九い。
底体部外面3/5回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

乳灰青色 精良。 良好 ロクロ右方
向。

126 同上

包含曙

口 径 14.0
受部径 164
立ち上がり高

12

体部は上外方へ伸びる受部に至る。受部は
外上方へ伸び、九い。立ち上がりは内傾し、
端部は九い。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

仄色 2 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ方向
不明。

―-145-―



遺物番号

図版番号
器 種

点

高

地

器

上

ｍ
ナ

出

くｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 持 徴 色    調 胎 土 焼  成 備 考

杯 身

(須恵器 )

口 径  90
受都径 120
立 ち上が り高

1 2

体部は上外方へ内湾気味に伸びる受部に至

る。受部は水平に伸び、九い。立ち上がりは

内傾し、端部は九い。底都は欠損。

内外面回転ナデ。

色
色

青
仄

灰
乳

外
内

精良。 良好 ロクロ右方
向。
立ち上がり

外面 。内面

灰かぶり。

同上

包含層

口 径 ■ 0

受部径 132
立ち上がり高

09

体部は上外方へ伸びる受部に至る。受部は

水平に伸び、九い。立ち上がりは内傾し、端

部は九い。底部は欠損。

内外面回転ナデ。

灰色 精良。 良好 ロクロ右方

向。

同上

包含層

口 径 120
受部径 146
立ち上がり高

12

体部は上外方へ伸びる受部に至る。受部は

外上方へ伸び、九い。立ち上がりは内傾し、

端部は丸い。底部は欠損。

底体部外面1/5回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

乳灰青色 4 TIn以 下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 120
受部径 140
立ち上がり高

11

体部は上外方へ内湾気味に伸びる受部に至

る。受部は水平に伸び、九い。立ち上がりは

内傾し、端都は九い。底部は欠損。

内外面回転ナデ。

乳灰色 2 5 mm以下

の砂粒 を少

量含む。

良好 ロクロ左方

向。

同上

包含層

国 径 124
器 高 39
受部径 148
立ち上がり高

10

深く九みをもつ底体部から上外方へ伸びる

受部に至る。受部はタト上方へ伸び、九い。立

ち上がりは内傾し、端部は九い。

底体部外面1/6回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

外 淡灰青
色
灰青色内

2 5 mm以下
の砂粒を少
量合む。

良好 ロクロ右方

向。

同上

包合層

口 径 127
受部径 146
立ち上がり高

1 7

やや浅く九みをもつと思われる底体部から

受部に至る。受部は水平に伸び、九い。立ち

上がりは内傾し、端部は九い。底部は欠損。

内外面回転ナデ。

暗灰青色 1 5 tnm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 底体部外面

灰かぶり。
ロクロ方向

不明。

同上

包合層

口 径 134
受部径 157
立ち上がり高

11

体都は上外方へ伸びる受部に至る。受部は

外上方へ伸び、九い。立ち上がりは内傾し、

端部は九い。底都は欠損。

底体部外面約1/6回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

外 淡灰青

色

暗灰青

色

内

1 5 mm以下
の砂粒を少
量合む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 142
受部径 160
立ち上がり高

1 5

やや深く九みをもつと思われる底体部から

受部に至る。受部は水平に伸び、九い。立ち

上がりは内傾し、端部は鈍く尖る。底部は欠

損。
底体部外面1/4回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

外

内
孝L灰色

灰青色
精良。 良好 ロクロ方向

不明。

高杯
(須恵器)

包含層

口 径 120
稜 径 ■ 8

杯部は上外方へ伸びる口縁部に至る。端部

は外傾する面をもつ。杯都中位に鈍い稜を有

する。杯底部・脚部は欠損。

内外面回転ナデ。

灰青色 2 5 mm以下

の砂粒 を微

量含む。

良好 ロクロ方向
不明。

136 同上

包含層

口 径 130 外上方へ伸びる杯底部から屈曲し、上外方
へ外反して伸びる日縁部に至る。端部は九い。

脚部は欠損。
内外面回転ナデ。

外

　

　

内

灰青色
～淡灰
色

淡灰色

2硼以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ右方

向。

137 同上

包含層

底 径 86 脚部は下外方へ伸びる裾部に至る。端部は

凸面状を成す。杯部は欠損。脚部に三方孔の

台形のスカシを有する。
内外面回転ナデ。

淡灰青色 l mm以 下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ右方

向。

鉢
(須恵器)

包含層

体部は上外方へ伸びる。底部はやや外方へ

突出した平底。口縁部・体部は欠損。

内外面回転ナデ。

乳灰青色 3 mm以下の

砂粒 を少量

含む。

良好 ロクロ左方

向。

同上

包含層

底 径 64 底部は平らで、断面台形の高台が付く。日

縁都・体部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 3 hm以下の

砂粒を微量

含む。

良好 ロクロ左方
向。
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第 1調査区

遺物番号

図版番号
器 種

点

高

地

器
皿
⑪

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色    調 土 焼  成 備 考

(須恵器)

包含層

口 径 13.8 口縁部は上外方へ伸び、端部は内方に肥厚
し、内傾する面をもつ。体部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰青色 2 5 Юm以下

の砂粒 を少

量含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包合層

口 径  164 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は外
傾する面をもつ。体部は欠損。

内外面回転ナデ。

乳灰色 2 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

甕
(須恵器)

包含層

口 径 110 日縁部は上外方へ外反して伸び、端部は外
傾する凹面をもつ。体部は久損。日縁部外面
中位に凸線が巡る。日縁部外面に1帯 11本 と
12本 と6本の3帯の波状文が巡る。
内外面回転ナデ。

外 淡灰青
色

内 淡灰褐
色

精良。 良好 ロクロ方向
不明。

同上

包含層

口 径  180 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反して伸びる国縁部に至る。端部は外傾す
る面をもつ。体部は欠損。
体都外面タタキ (3本)、 他は回転ナデ。

灰青色 2 mm以下の

長石・チャ
ート等の砂
粒を多量に
含む。

良好 体部外面に
自然釉Tl着
ロクロ方向
不明。

同上

包含層

口 径 204 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は上外
方へつまみ出し、下方に垂れ下がる。体部は
欠損。
体部内面タタキ後回転ナデ、他は回転ナデ

灰青色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好 ロクロ左方
向。

145 同上

包含層

口 径  240 口縁部は上外方へ伸び、端部は外傾する面
をもつ。体部は欠損。
外面タタキ (3本)、 内面回転ナデ。

外

内
灰青色
乳灰色

3 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

包合層

口 径 lo 8 上内方へ伸びる体部から、上外方へ外反し
て伸びる口縁部に至る。端部は内方に肥厚し、
上に面をもつ。体部は欠損。
口縁部内外面回転ナデ、体部外面タタキ
(4洵 、内面円弧タタキ (3本)。

乳灰色 2 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ方向
不明。

同上

包含層

口 径 18.6 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上方へ伸
びた後上外方へ伸びる日縁部に至る。端部は
丸い。体部は欠損。
日縁部内外面回転ナデ、体部外面タタキ
(3利 、内面円弧タタキ。

乳灰青色 精良。 良好 ロクロ右方
向。

杯

(上 師器 )

包含層

口 径 202
器 高 6,2

平らと思われる底部から上外方へ内湾して
伸びる日縁部に至る。端部は丸い。底部は欠
損。
外面ヘラ削り後ヘラミガキ、日縁部内面ヨ

コナデ、体部内面ナデ。

色
褐

茶
茶

橙
淡
色

外
内

2 mm以下の

砂粒 を微量

含む。

良好

同上

包合層

口 径 ■ 6 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。

国縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

外 乳茶灰
色

内 淡茶灰
色

1 5 mm以下
の砂粒を微
量含む。

良好

同上

包含層

口 径 1l o 平らに近い底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部外面ヨコナデ、内面ナデ、底部外面

ハケナデ、内面放射状暗文。

乳茶色 15m以下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包含層

径
高

口
器

九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
□縁部外面ヨコナデ、底体部外面指ナデ、

内面ナデ。

外

内
赤褐色

乳茶色

1 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包合層

径口 平らと思われる底部から屈曲し、上外方へ

内湾気味に伸びる日縁部に至る。端部は内傾
する面をもつ。底部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

茶橙色 3 mm以下の

砂粒 を少量

含む。

良好

-147-



遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼 成 備 考

杯
(土師器)

包含層

口 径 15,1 平らと思われる底部から屈曲し、上外方ヘ

内湾気味に伸びる日縁部に至る。端部は内傾
する凹面をもつ。底部は欠損。
底部外面ナデ、他はヨコナデ。

淡茶灰色 4 1nm以 下の

砂粒を微量
含む。

良好 口縁部内面
に煤付着。

154 中皿

(上 師器 )

包含層

口 径 172
器 高 20

平らと思われる底部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は内傾する凹面を
もつ。底部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶仄色 2 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包含層

径
高

国
器

平らな底部から屈曲し、上外方へ内湾気味
に伸びる口縁部に至る。端部は外方に肥厚し、
内傾する面をもつ。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡灰茶色 lHm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 底部内面に

煤付着。

同上

包含層

口 径 148
器 高 36

平らに近い底部から上外方へ内湾気味に伸
びる口縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

茶褐色 6 5 mm以下
の砂粒を少
量合む。

良好

同上

包含層

日 径 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内方に月剛享する。底部は欠損。

国縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

淡茶色 2.5m以下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包合層

口 径 152
器 高  29

平らな底部から屈曲し、上外方へ伸びた後
届曲して外上方へ短く伸びる日縁部に至る。
端部は内方に肥厚 し、九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡茶色 3 nun以 下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包含層

口 径 166
器 高 2.0

平らと思われる底部から上外方へ内湾気味
に伸びる日縁部に至る。端部は内傾する面を
もつ。底部は欠損。
国縁部外面ヨコナデ、底都外面ナデ、内面

放射状暗文。

外 乳廓茶
色

内 暗灰褐
色

l mln以 下の

砂粒を少量
合む。

良好

大jIR

(土師器)

包含層

口 径 222 やや九みをもつと思われる底部から屈曲し
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は内外方に肥厚し、つまみ上げる。底部は欠
損。

口縁部内外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内
面螺旋状暗文・放射状暗文。

色
色

灰
茶

茶

灰

外
内

l mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

鉢
(土師器)

包含層

口 径 240 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内傾する面をもつ。底部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

茶橙色 3 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

高杯
(土師器)

包含層

口 径 13.0 外上方へ内湾して伸びる杯底部から屈曲し
上外方へ伸びた後屈曲して外上方へ伸びる日

縁部に至る。端部は九い。脚部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、杯底部外面ナデ、

内面放射状暗文。

外 乳灰褐
色
赤褐色内

2 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包含層

口 径 202 杯部は斜上方へ伸びる国縁部に至る。端部
は内方に肥厚し、つまみ上げる。杯底部以下
は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、内面放射状暗文、体

部外面ナデ、内面螺旋状暗文。

乳灰茶色 2m以下の

砂粒を微量

合む。

良好

同上

包含層

口 径 26.0 口縁部は上外方へ内湾して伸び、端部は外
傾する面をもつ。杯底部以下は欠損。
外面ナデ、内面暗文。

外 淡茶褐
色
乳茶色内

0.5 mm以下
の長石等の

砂粒を微量
含む。

良好
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第 1調査区

遣物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

高杯
(土師器)

包含層

底 径 12 4 脚部は下外方へ伸びる柱状部から屈曲し、
外下方へ外反して伸びる裾部に至る。端部は
下方へつまみ上げる。杯部は欠損。
柱状部外面ヘラによる面とり、内面くりぬ

き、裾部外面ヨヨナデ、内面ヨコナデ後ハケ
ナデ。

乳茶色 l mm以下の

長石・チャ
ート・雲母
等の砂粒を
少量含む。

良好

養
(土師翻

包含層

口 径 220 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部はつ
まみ上げる。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 茶褐色
内 淡茶色

0 5 mm以 下

の長石・チ

ャー ト等の

砂粒 を少量

含む。

良好

同上

包合層

口 径  130 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は九い。体部中位以下は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体都内外面ナデ。

外 淡茶褐
色

内 淡茶色

l mm以下の

長石・赤褐
色酸化粒・

雲母・石英
等の砂粒を
多量に含む

良好

168 同上

包含層

日 径 162 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は九い。体部中位以下は欠損。
日縁部内外面・体部内面上位ヨコナデ、体

部外面 。内面下位ナデ。

外

内
茶色
淡茶色

20m以下の

砂粒を少量
含む。

良好

169 同上

包含層

口 径 204 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ外反気味に伸びる日縁部に至る。端
部は内傾する凹面をもつ。体部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

外 淡茶色
内 茶褐色

l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

鉢
(土師器)

包含層

口 径 334 上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、上
外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部は
外傾する面をもつ。底部は欠損。

日縁部内外面・体部外面上位ヨコナデ、下
位ヘラミガキ、内面ナデ。

茶褐色 1 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

杯蓋
(須恵翻

包含層

口 径  14.8 平らな天丼部から下外方へ伸びる口縁部に
至る。端部は下につまみ上げる。つまみは欠
損。

内タト面回転チデ。

乳灰色 3 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

172 同上

包含層

口 径 166
器 高 22

平らな天丼部から下外方へ伸びる口縁部に
至る。端部は下につまみ上げる。つまみの痕
跡有り。
外面回転ナデ、内面不定方向のナデ。

外

　

内

暗灰青
色
灰青色

3 mm以下の

砂粒 を微量

含む。

良好 ロクロ右方
向。
外面に釉付
着。

173 杯身
(須恵詢

包合層

口 径 120
器 高 3,9

平らな底部から屈曲し、上外方へ伸びる口
縁部に至る。端部は九い。
底部内面不定方向のナデ、他は回転ナデ。

乳灰色 1 5 nm以下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ方向
不明。

/1ヽ皿

(上師約
包含層

径
高

口
器

73
1 3

平らな底部から上外方へ外反気味に伸びる
国縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 l mm以下の

砂粒を微畳
含む。

良好

同上

包含層

径
高

口
器

80
1.5

平らな底部から上外方へ外反気味に伸びる
口縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 1 5 mm以下
の砂粒を微
量合む。

良好

176 同上

包含層

口 径 100
器 高 1.3

雀みをもつ底部から上外方へ内湾気味に伸
びる日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 0 5 mm以下
の砂粒を微
量含む。

良好

177 同上

包御臀

径
高

口
器

97
2.0

九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は丸い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶色 5 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

178 同上

包合層

口 径 10.0
器 高 1.5

平らな底部から屈曲し、上外方へ伸びる回
縁部に至る。端部は九い。

国縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 l mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

179 小皿

(上師器)

赳含層

径
高

口
器

平らに近い底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 2un以下の

砂粒 を少量

含 む。

良好 完形。

180 同上

包含層

径

高

日

器

88
19

九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 1 5 mld以 下
の砂粒を微
量含む。

良好

同上

包含層

径
高

口
器

91
1,9

九みをもつ底部から上外方へ伸びる国縁部

に至る。端部は九い。
国縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 0 5 aln以下
の砂粒を微
量含む。

良好

２

　

　

ェ
ハ

‐８

　

　

一二

同上

包含層

口 径 94
器 高 16

平らな底部から屈曲し、上外方へ伸びる口

縁部に至る。端部は九い。
国縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡灰茶色 0.5 1nln以下
の砂粒を微
量含む。

良好 完形。

同上

包含層

径
高

口
器

94
1 6

平らな底部から上外方へ内湾して伸びる口

縁部に至る。端部は上につまむ。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡灰茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量含む。

良好

同上

包含層

径
高

口
器

8J
lよ

平らに近い底部から屈曲し、上外方へ伸び

る国縁部に至る。端部は九い。
口縁都内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 2血以下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包含層

径
高

口
器

窪みをもつと思われる底部から上外方へ内

湾気味に伸びる日縁部に至る。端部は九い。

底部は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 0 5 mm以下
の砂粒を微
量含む。

良好

同上

包含層

口 径  106 目縁部は上外方へ伸び、端部は外側に面を

もつ。底部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

乳灰茶色 l nm以下の

砂粒を微量

含む。

良好

187 同上

包含層

径

高

口

器

79
14

平らに近い底部から屈曲し、上外方へ伸び

る日縁都に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 3 5 mm以 下

の砂粒 を少

量含 む。

良好

同上

包含層

口 径 118 口縁部は上外方へ内湾して伸び、端部は九
い。底部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

乳茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量含む。

良好

中ml

(土師器)

包含層

□ 径 丸みをもつ底部から屈曲し、上外方へ伸び

る日縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡褐仄色 15m以下
の砂粒を少
量含む。

良好

190 同上

包含層

回 径 130 上外方へ内湾気味に伸びる体部から口縁部
に至る。端部は九い。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

乳茶灰色 lHm以下の

砂粒を微量

含む。

良好

同上

包含層

口 径 152 丸みをもつ底部から上外方へ伸びる口縁部
に至る。端部は九い。
体部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 1 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包含層

口 径 144 外上方へ伸びる底部から屈曲し、上外方ヘ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は九い。

底部は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳茶灰色 1 5 mm以下
の砂泣を少
量含む。

良好

同上

包含層

ロ 径 156 丸みをもつ底部から上外方へ伸びる口縁部

に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

外 乳灰褐
色
淡灰褐
色

内

2 mm以下の

砂粒を少量

合む。

良好

同上

包含層

径日 150 丸みをもつと思われる底部から上外方へ内

湾して伸びる口縁部に至る。端部は九い。底

部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

乳灰茶色 2 mm以下の

砂粒を少量

含む。

史好

―-150-一



第 1調査区

遺物番号
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出土  地点
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羽釜
(土師器)

包合層

口 径 320
鍔 径 378

上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ短く外反して伸びる日縁部に至る。
端部は九い。体部外面に水平に伸びる鍔部が
巡る。端部は九い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

乳灰茶色 5 mm以下の

砂粒 を少量

含む。

良好

塊
(瓦器)

包含曙

径
高
径

口
器
底

椀形の底体部から上外方へ内湾して伸びる
日縁部に至る 端部は九い。底部外面には断
面逆三角形の高台が付く。
外面指頭痕後ヘラミガキ、内面ヘラミガキ

見込みは斜格子状暗文、高台ヨヨナデ。

仄青色 0 5 mm以下
の砂粒を微
量含む。

良好

197 同上

包合層

径
高
径

口
器
底

椀形の底体部から上外方へ内湾気味に伸び
る日縁部に至る。端部は九い。底部外面には
断面逆三角形の高台が付く。
外面指頭痕後ヘラミガキ、内面ヘラミガキ、

見込みは平行状暗文。

乳仄黒色 精良。 良好

198 同上

包合層

口 径 142
器 高 48
底 径 48

杭形の底体部から上外方へ内湾して伸びる
日縁部に至る。端部は九い。底部外面には断
面逆三角形の高台が付く。
外面ナデ後ヘラミガキ・指頭痕、内面ヘラ

ミガキ、見込みは平行状暗文。

外

内
乳灰色

乳灰青

色

0 5 mm以下
の砂粒を微
量含む。

良好

同上

包合層

口 径  138 球形と思われる底体部から上外方へ内湾し
て伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部は
久損。
外面指頭痕後ナデ後ヘラミガキ、内面ヘラ

ミガキ。

外 乳灰色

内 灰黒色

0 5 mm以下
の砂粒を微
量含む。

良好

200 同上

包含層

回 径 158 上外方へ伸びる体部から上外方へ内湾して
伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部は欠
損。

内外面ヘラミガキ。

暗灰色 l nm以 下の

砂粒を微量
含む。

良好

201 同上

包含層

口 径 16.6 半球形の底体部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。底部は欠損。
外面ナデ、内面ヘラミガキ。

外

内
乳灰色

乳灰色

一灰色

2 mn以下の
長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

同上

包含層

口 径 158 上クト方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。
内外面ヘラミガキ。

乳灰色 0 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

203 白磁器

包含層

底 径 50 体部は上外方へ伸びる。底部はやや突出し
た上げ底。口縁部・体部は欠損。
内外面回転ナデ。

色

色穎
棘

外
内

0 5 mm以下

の砂粒 を微

量含む。

良好 ロクロ右方
向。
内面に釉付
着。
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遺物番号

園版番号
器 種

点

高

地

器

土

ｍ
，

出

でｃ
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎 土 焼  成 備 考

I

三 七

小型壷

(土 師器)

SDl

径
高
径大

口
器
最

偏平な球形の体部から屈曲し、上外方へ内

湾して伸びる口縁部に至る。端部は丸い。底

部は九底。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

外 橙
茶
　
褐

茶

一
色
茶

淡
色
褐
乳
色

内

3m以 下の

長石・石英

等の砂粒 を

多量に含む。

良好 完形 。

2

三 七

同上

SDl

径
高
径大

国
器
最

偏平な球形の体部から屈曲し、上外方へ外

反して伸びる国縁部に至る。端部は九い。底

部は九底。頸部内面に 1本の接合痕を有する。
口縁部外面ハケナデ後ヨコナデ、内面ヨコ

ナデ、体部外面上位ハケナデ (8本)、 下位
ナデ、内面指ナデ。

黒灰色 6 mm以下の

長石・石英
等の砂粒を

多量に含む。

良

3

三 七

小型壷

(上 師器)

SDl

径
高
径大

国
器
最

最大径を上位にもつ偏平な球形の体部から

屈曲し、上外方へ伸びる口縁部に至る。端部
は九い。底部は九底。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面茉」離の為

調整不明、内面ナデ、底部内面指ナデ。

乳茶褐色 6 HIn以 下の

長石 石英
角閃石等の

砂粒を多量
に合む。

良 完形。

4

三 七

(上師器)

SDl

径

高

径大

口

器

最

偏平な球形の体部から屈曲し、上外方へ外

反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。底

部は九底。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面上位ナデ、

下位ハケナデ (6本)、 内面ヘラ削り。

外 乳茶色
～黒灰

橙茶

色

乳

色

内

3 mm以下の

長石 雲母

チャー ト等

の砂粒を多
量に合む。

良好 体部外面中

位以下に黒

班有。

5

三 七

甕
(土師器)

SDl

径

高

径大

国

器

最

89
120
134

球形に近い体部から屈曲し、上外方へ伸び

る日縁部に至る。端部は丸い。底著Ⅲま九底。
口縁部外面に1本の接合痕を有する。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面上位ハケ

ナデ (5本)、 下位ハケナデ (8利 、内面
ヘラ削り。

乳茶褐色 2 mm以下の

砂粒を多量
に含む。

良好 完形。
体部外面中
位1こ黒班有。

6

三 七

同上

SDl

径

高

径大

口

器

最

球形の体部から屈曲し、上外方へ内湾して

伸びる日縁部に至る。端部は内傾する面をも
つ。底部は九底。
日縁部外面ヨヨナデ、内面ハケナデ(5本 )

体部外面ハケナデ、内面ナデ。

乳茶褐色～

黒灰色

2 nln以 下の

長石・角閃
石・雲母・

石央等の砂
粒を多量に

含む。

良好 完形。

7

三 七

同上

SDl

口 径 126 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ内湾して伸びる口縁部に至る。端部
は内方へ肥厚し、内傾する面をもつ。体部は

欠損。頚部内面に1本の接合痕を有する。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(3本)、 内面指ナデ。

茶褐色 151m以下
の長石等の

砂粒を微量
に含む。

良 体部外面に

煤付着。

8

=八

同上

SDl

□ 径 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ内湾して伸びる日縁部に至る。端部
は内方へ肥厚し、内傾する面をもつ。体都中

位以下は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(10本 )、 内面指ナデ。

淡茶灰色 4 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量含む。

良好 口縁部内面
に黒班有。

9

=八

高杯

(土 師器 )

SDl

国 径 156
器 高 12.0
最大径 96

平坦な杯底部から斜上方へ内湾気味に伸び

た後外上方へ短く外反して伸びる口縁部に至
る。端部は九い。脚部は下外方へ伸びる桂状

部から斜下方へ外反して伸びる裾部に至る。

端部は九い。脚部中位に三方孔を有する。

杯部外面上位ヨヨナデ、中位以下ハケナデ

(10本)、 内面ナデ、脚部外面ナデ、桂状部
内面しぼり目・指頭痕、裾部内面ナデ。

乳茶褐色 1「un以下の

石英・雲母

等の砂粒を

少量に含む。

良好

=八

同上

SD]

径

高

径大

国

器

最

17 6

12 1

11 2

広く平坦な杯底部から斜上方へ内湾して伸
びた後外上方へ伸びる国縁部に至る。端部は

外傾する面をもち、端面には沈線が巡る。脚

部は下外方へ伸びる柱状部から屈曲し、外下

方へ伸びる裾部に至る。端部は九い。
杯部外面ハケナデ (5本 )、 日縁部内面上

位ヨヨナデ、杯部内面ナデ、脚部外面ナデ、
柱状部内面ヘラ削りによるくりぬき、裾都内

面ハケナデ (5本)。

淡茶褐色 3 mm以下の

雲母・チヤ
ート等の砂
粒を多量に

合む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 持 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

11

=八

高杯
(土師器)

SD 1

口 径 148 平坦な杯底部から外上方へ内湾気味に伸び
た後屈曲し、外上方へ伸びる日縁部に至る。
端部は九い。脚部は欠損。
杯部外面ハケナデ (5本)後ナデ、内面ナ

デ、柱状部内面しばり目。

淡茶褐色 2 Hun以 下の

雲母 石英
赤褐色酸化
粒等の砂粒
を多量に合
む。

良好

=八

同上

SDl

口 径 184 広く平坦な杯底部から上クト方へ伸びる日縁
部に至る。端部は九い。脚部は下外方へ伸び
る。裾部は欠損。
杯部内外面・脚部外面ナデ、内面しぼり目。

外

内
茶赤色
赤茶色

4 Hun以 下の

石英等の砂
粒を多量に
含む。

良好

13

=ノ＼

同上

SDl

底 径 Ю 8 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反気味に伸
びる桂状部から外下方へ外反して伸びる裾部
に至る。端部は丸い。
杯底部内外面ナデ、柱状部クト面ヘラナデ、

内面しばり日、裾部内外面ナデ。

淡茶褐色 3 mm以下の

長石 石英・

赤褐色酸化
粒・婁母等
の砂粒を多
量に合む。

良好

三 八

同上

SDl

底 径 128 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸びる柱状部
から斜下方へ外反気味に伸びる裾部に至る。
端部は九い。
端部外面・裾部内面ナデ、柱状部内面しぼ

り目。

乳茶褐色 31m以下の

長石 雲母
赤褐色酸化
壮等の砂粒
を多量に合
む。

良好

有蓋高杯
(須恵器)

S P19

口 径 110
器 高 9,0
底 径  9.2
受部径 130
立ち上がり高

18

やや深く丸みをもつ杯底部から上外方へ内
湾して伸び、受部に至る。受部は外上方へ鈍
く尖る。立ち上がりは上方へ伸び、端部は内
傾する面をもつ。脚部は下外方へ伸び、端部
は肥厚し、下方へつまみ、外面には稜がある
脚部に三方孔のスカシを有する。
杯底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

灰青色 3 1dm以 下の

砂泣を少量
含む。

長好 完形。
脚部外面灰
かぶり。
ロクロ方向
不明。

20 杯蓋

(須恵器)

SP6

径
高
径

日
器
稜

やや高く九味をもつ天丼部からタレト方へ内
湾して伸び、稜に至る。稜は鈍く尖る。日縁
部は下方へ内湾気味に伸び、端部は内傾する
段をもつ。天丼部の一部は欠損。
天丼部外面約1/4回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

灰青色 微砂粒を微
量に含む。

良好 天丼部外面
灰かぶり。
ロクロ左方
向。

21

三九

杯
(土師器)

SK3

口 径 104
器 高 3.0

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
端部付近で、小さく斜外方へ伸びる口縁部に
至る。端部は九い。

口縁部内外面ヨコナデ、底体部外面ナデ、
内面放射状暗文。

乳茶灰色 0.5 mm以 下
の砂壮を微
量に含む。

良好

三九

同上

SK3

径
高

口
器

やや窪む底部から上外方へ内湾して伸びる
口縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
口縁部内外面ヨコナデ、底体部外面ナデ、

内面放射状暗文。

乳茶灰色 21m以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

23

三九

同上

SK3

口 径 10.2
器 高 34

九味をもつ底部から上クト方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部タト面ナデ、

内面放射状暗文。

乳茶灰色 1剛以下の

砂粒を微量
に含む。

良好 外面に黒班
有。

同上

SK3

口 径 12.6 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内傾する面をもつ。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

乳茶灰色 1.m以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SK3

口 径 ■ 8 九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
底部の一部は欠損。

国縁部外面ヨコナデ、体部外面ヘラ削り、
内面摩耗の為調整不明。

茶橙色 151m以下
の砂粒を微
量に含む。

良好

三 九

同上

SK3

径
高

日
器

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る国縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
日縁部内外面ヨヨナデ、底体部外面ヘラ削

り、内面放射状暗文。

淡茶灰色 2 mm以下の

砂粒 を微量

に含む。

良好
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27 高杯

(上師器)

SK3

国 径 170 平らと思われる杯底部から上外方へ内湾し
て伸びる口縁部に至る。端部は内傾する面を

もつ。杯底部・脚部は欠損。
杯部外面ナデ、端部内面ヨコナデ、杯部内

面放射状暗文。

淡茶灰色 21m以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

養
(土師器)

SK3

口 径  160 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は九い。体部は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ、

内面ヘラナデ。

淡茶灰色 1.5 mm以下
の砂粒を微
量に合む。

良好

三九

同上

SK3

径
高
径大

国
器
最

長楕円形の体部から屈曲し、上外方へ内湾
して伸びる日縁部に至る。端部は上につまむ。

底部は九底。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部クト面ハケナデ

(9利 、内面上中位ナデ後ハケナデ(13本 )、

下位ヘラ削り。

淡茶褐色 微砂粒を少
量含む。

良好 体都外面中

位以下に煤

付着。

杯蓋

(須恵器)

SK3

口 径 12.8
器 高 87

丸味をもつ天丼部から下外方へ内湾して仲
びる日縁部に至る。端部は九い。稜はない。
天丼部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

淡灰青色 微砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ方 向

不明。

杯身
(須恵器)

SK3

口 径 11.6
受部径 138
立ち上がり高

09

体部は上外方へ伸び、受部に至る。受部は

水平に伸び、九く終わる。立ち上がりは上方
へ伸び、端部は九い。底部は欠損。

体部外面下位回転ヘラ削 り、他は回転ナデ。

灰青色 微砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

SK3

口 径 87
器 高 35
受部径 108
立ち上がり高

03

深く九い底体部から上外方へ内湾して伸び

受部に至る。受部は外上方へ伸び、九く終わ

る。立ち上がりは上内方へ伸び、端部は九い。
底部外面不定方向のナデ、他は回転ナデ。

灰青色 2 EIl以 下の

砂粒を少量
に含む。

良好 底体部外面
に自然釉付

着。
ロクロ右方
向。

鉢
(須恵器)

SK3

径
高

口
器

85
28

平坦な底部から上クト方へ内湾して伸びる口

縁部に至る。端部は九い。
底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

灰 色 微砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ方向
不明。

杯
(土師器)

SK4

径
高

口
器

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。

底体部外面ナデ、他はヨヨナデ。

茶赤色 1 5 mm以下

の砂粒 を微

量 に合 む。

良好

同上

SK4

口 径 九い杯底部から上外方へ内湾して伸びる口

縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。脚部
は欠損。
国縁部外面・端部内面ヨコナデ、他はナデ。

茶赤色 微砂粒を少
量含む。

良好

同上

SD3

径
高

口
器

九い底部から上外方へ内湾して伸びる国縁

部に至る。端部は九い。
外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

外 茶褐色
内 乳茶色

l ldm以 下の

赤褐色酸化
粒・石英・

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

同上

SD3

口 径 104
器 高 32

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は九い。底部の一部は

欠損。
外面ナデ・指頭痕、内面ナデ後放射状暗文。

灰褐色 l mm以下の

長石・雲母

等の砂粒を

少量含む。

良

同上

SD3

径
高

日
器

98
33

丸味をもつ底部から上外方へ伸びる日縁部
に至る。端部は九い。
口縁部外面ヨコナデ、底体部クト面ナデ、内

面ナデ後放射状暗文。

淡灰褐色 05m■ 以下
の長石等の

砂粒を少量

含む。

良

三 九

同上

SD3

口 径 11.4
器 高  4.3

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。
外面ナデ、内面放射状暗文。

茶橙色 微砂粒を少
量合む。

良好 底部外面 t

ヘラ記号有
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形・態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼 成 備 考

杯
(土 師器)

SD3

口 径 123
器 高 33

広く平坦な底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
国縁部内外面上位ヨコナデ、外面ナデ、内

面ナデ後放射状暗文。

茶橙色 l HI以下の

砂粒を少量
含む。

良好 底部外面に
ヘラ記号有。

同上

SD3

口 径 108 九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る国縁部に至る。端部は鈍く尖る。底部の一
部は欠損。
外面ナデ、内面ナデ、後放射状暗文。

淡茶赤色 2 5 mm以 下
の長石・雲
母・赤褐色
酸化壮等の

砂粒を多量
に含む。

良

同上

SD3

口 径 ■ 0 九味をもつと思われる底部から上外方へ内
湾して伸びる日縁部に至る。端部は九い。底
部は久損。
外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

灰褐色 2 nun以 下の
長石・雲母
等の砂粒を

少量合む。

良

同上

SD3

口 径  102
器 高  2.8

丸味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は内方へ肥厚する。
外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

暗灰褐色 0.5 mn以 下
の長石・石
英・赤褐色
酸化粒等の

砂粒を少量
に含む。

良

44

三九

同上

SD3

口 径  104
器 高  3.6

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

淡灰褐色 l lm以下の

長石・石英
等の砂粒を
少量合む。

良好 完形。

同上

SD3

口 径 106
器 高  3.2

九い底部から上外方へ内湾して伸びる国縁
部に至る。端部は九い。底部の一部は欠損。
外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

外 淡茶褐
色

内 茶橙色

l nul以 下の

長石 。石英
等の砂粒を
微量に含む。

良好

同上

SD3

口 径  11.2 九味をもつと思われる底部から上外方へ内
湾して伸びる日縁部に至る。端部は内傾する
面をもつ。底部は欠損。
外面ナデ。指頭痕、内面放射伏暗文後ナデ。

茶褐色 l Hl「 以下の

長石・赤褐
色酸化粒・

石英等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

SD3

口 径  16.0 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内傾する面をもつ。底部は欠損。
端部内面には沈線が巡る。

日縁部外面ヨヨナデ、体部外面ナデ、内面
ナデ後放射状暗文。

淡灰褐色 l mm以下の

長石 雲母
赤褐色酸化
壮等の砂粒
を少量含む。

良

同上

SD3

口 径 H6
器 高 26

僅かに窪む底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。底部の一部は
欠損。
内外面ナデ。

外 乳茶色
一黒茶
色
乳茶色内

0 5 mn以 下
の赤褐色酸
化粒・石英
等の砂粒を
少量含む。

良好 底体部外面
に煤付着。

同上

SD3

径
高

口
器

平らに近い底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
内外面ナデ。

外

　

内

乳灰褐
色
乳茶色

l lu以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

50 同上

SD3

口 径  Ю .2

器 高  2.5
九味をもつ底部から上外方へ内湾気味に伸

びる日縁部に至る。端部は九い。底部の一部
は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶橙色 0.5 nm以 下
の長石・石
英等の砂粒
を少量含む。

良好

同上

SD3

口 径 12.2 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内クト面ナデ。

乳茶灰色 l mn以下の

砂粒を少量
に合む。

良好

同上

SD3

口 径 11ユ 九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。底部の一部は
欠損。
内外面ナデ。

茶灰色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良 底部外面に

黒班有。
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

杯

(土 師器)

SD3

日 径 127
器 高 36

平らに近い底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。

端部内外面ヨコナデ、外面ナデ、内面摩耗
の為調整不明。

茶橙色 1 5 1aln以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 外面に煤付
着。

54

三九

同上

SD3

口 径  124 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は九い。底部は欠損。
内外面ナデ。

外 茶橙灰
色

茶橙色内

l Hun以 下の

長石 雲母
チャート等
の砂粒を少
量含む。

良 体部外面下
位に競 。

55 同上

SD3

口 径 ■.8 外上方へ内湾気味に伸びる体部から上外方
へ内湾して伸びる口縁部に至る。端部は九い。

底部は欠損。
国縁部外面・端部内面ヨコナデ、他はナデ。

淡茶栓色 微砂粒を少
量含む。

良好

同上

SD3

口 径 ■.9

器 高 34
平らに近い底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は内傾する面をもつ、

底部の一部は欠損。
口縁部内タト面ヨコナデ、底体部内タト面ナデ。

淡橙茶色 微砂粒を少
量含む。

良好

同上

SD3

ロ 径 140 九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る国縁部に至る。端部は九い。底部の一部は

欠損。
口縁部外面ヨヨナデ、他はナデ。

暗灰褐色 lun以下の

長石 石英
雲母等の砂
粒を少量含
む。

良

58

三 九

同上

SD3

径
高

口
器

丸味をもつ底部から斜上方へ伸びた後上外

方へ内湾して伸びる口縁部に至る。端部は九
▼ヽ。
口縁部外面ヨコナデ、底体部外面ナデ・指

押え、内面ナデ。

淡灰褐色 l lun以 下の

砂粒を少量

含む。

良好 底部外面に

黒班有。
体部内面ヘ

ラ記号有。

同上

SD3

口 径 10.6 九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は器肉を滅じて九く終
わる。底部の一部は欠損。
端部内外面ヨコナデ、杯部内外面ナデ。

外 茶赤色
内 淡茶灰

色

1 5 mm以下
の長石・雲
母等の砂粒
を少量含む。

良

60

三九

同上

SD3

口 径 10.0
器 高 30

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。
内外面ナデ。

淡灰褐色 l Hun以 下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良

同上

SD3

口 径  110
器 高  3.2

九い底部から上外方へ内湾して伸びる口縁
部に至る。端部は九い。底部の一部は欠損。

内外面ナデ。

茶橙色 2 1aln以 下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

SD3

口 径 12.0
器 高 37

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は九い。底部の一部は

欠損。
外面ナデ・指頭痕、内面ナデ。

茶褐色 l mm以下の

長石・赤褐
色酸化粒・

石英等の砂
粒を少量含
む。

良好 底部内面に
ヘラ記号有。

同上

SD3

径
高

口
器

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。底部の一部は

欠損。
端部内外面ヨコナデ、杯部内外面ナデ。

茶橙色 0 5 mn以 下
の雲母等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SD3

口 径 110 九味をもつと思われる底部から上外方へ内

湾して伸びる口縁部に至る。端部は九い。底

部は欠損。
内外面ナデ。

外

内
乳茶色

茶褐色

0.5 ma以 下
の石英等の

砂粒を微量
に含む。

良好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(伽 ) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼 成 備 考

杯
(土師器)

SD3

口 径  170 外上方へ伸びる体部から上タト方へ内湾して
伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部は欠
損。

内外面ナデ。

外 茶橙灰
色

内 茶橙色

2 mm以 下の

長石・チャ
ート等の秒
粒を少量含
む。

良

同上

SD3

日 径 15,8 上クト方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。日縁部外面
に1本の接合痕を有する。
国縁部内外面ヨコナデ。体部内外面ナデ。

乳灰茶色 1 5 Hm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好

67 同上

SD3

口 径 172 上外方へ伸びる体部から直上して伸びる日
縁部に至る。端部は九い。底部は欠損。国縁
部外面に1本の接合痕を有する。

口縁部内外面ヨヨナデ。体部内クト面ナデ。

乳灰茶色 2 mln以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

皿

(土 師器 )

SD3

口 径 18,2 外上方へ内湾して伸びる体部から上外方へ

内湾して伸びる口縁部に至る。端部は鈍く尖
る。底部は朱損。
日縁部内外面ヨコナデ。体部外面ナデ・指

頭痕、内面放加伏暗文。

茶橙色 微量粒を少
量含む。

良好

四 〇

同上

SD3

口 径 207 九味をもつ底部から上外方へ外反して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。底部の一部は
欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、底体部外面ナデ、
内面ナデ後放射状暗文。

茶橙色 微量粒を少
量含む。

良好

同上

SD3

口 径  198 上外方へ内湾して伸びる体部から日縁部に
至る。端部は内方へ肥厚 し、九い。底都は欠
損。
外面 。日縁部内部ヨコナデ、体部内面放射

状暗文。

乳灰茶色 微量粒を少
量含む。

良好 外面に煤付

着。

71 同上

SD3

口 径  18,8
器 高  3.3

やや雀む底部から上外方へ内湾して伸びる
口縁部に至る。端部は九い。底部の一部は欠
損。
外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

淡赤褐色一

灰褐色

2 5 nlH以下
の長石・雲
母・赤褐色
酸化粒等の

砂粒を含む。

良好

72

四〇

大皿

(土師器)

SD3

口 径 22.2 九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内

面ナデ後放射状暗文。

茶橙色 微砂粒を微
量に含む。

良好

四 〇

同上

SD3

口 径  234
器 高  35

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部外面ナデ、

内面ナデ後放射状暗文。

茶赤褐色 3 nun以 下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量含む。

良 底部外面に
ヘラ記,有。

同上

SD3

口 径 256 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内傾する面をもつ。底部は欠損。
外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

茶掲色～灰
褐色

3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良

四 〇

同上

SD 3

口 径 24.0

器 高 35
九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部はやや外方へつまむ。
日縁部内外面ヨヨナデ、底体部外面ナデ、

内面ナデ後放射状暗文。

茶髄 0 5 mm以 下
の雲母等の

砂粒を少量
含む。

良好

四 〇

同上

SD3

国 径 262
器 高 39

九い底部から上外方へ内湾して伸びる日縁
部に至る。端部は内傾する面をもつ。
外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

淡灰褐色 2 5 mm以 下
の長石・石
英・チャー

ト等の砂粒
を含む。

良好 完形。
底部外面に

黒班有。
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遺物番号

図版番号
器 種

点

高

地

器
阻
⑪

形 態 。 調 整 等 の 持 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

大皿

(上師器)

SD3

口 径 250 平らと思われる底部から上外方へ内湾して

伸びる日縁部に至る。端部は内方へ肥厚し、

九い。底部の一部は欠損。
口縁部外面 ,端部内面ヨコナデ、底体部外

面ナデ、内面放射状暗文。

外 乳茶灰
色
乳灰茶
色

内

0 5 mn以 下
の砂粒を微
量に合む。

良好

同上

SD3

口 径 238 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は僅かに外方へつまみ、九く終わ

る。底部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

乳灰茶色 2 ml以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SD3

口 径 228 丸味をもつと思われる底部から上外方へ内

湾して伸びる口縁部に至る。端部はごく僅か
に外方つまみ九く終わる。底部の一部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面ナデ。

茶橙色 5 ma以下の

砂泣を多量
に含む。

良好

同上

SD3

口 径 23.8 外上方へ内湾気味に伸びる体部から上外方
へ内湾して伸びる国縁部に至る。端部は僅か

に内方へ肥厚する。底部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面ナデ。

茶橙色 微砂粒を少
畳含む。

良好

台皿

(土 師器 )

SD3

口 径  248 斜上方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

内湾して伸びる口縁部に至る。端部は内方へ

肥厚する。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

淡茶橙色 微砂粒を少
量含む。

良好 底部外面に
ヘラ記号有。

同上

SD3

口 径 244
器 高 25

広く平坦な底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は内方へ肥厚し、内傾

する面をもつ。底部の一部は欠損。
日縁部内クト面ヨヨナデ、底体部内外面ナデ。

茶橙色 微砂粒を少
量含む。

良好

同上

SD3

口 径 230 斜上方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

内湾して伸びる口縁部に至る。端部は九い。

底都は欠損。
内外面ナデ。

茶褐色 長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量合む。

良

84

四〇

同上

SD3

口 径 232
器 高 40

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面ナデ。

茶橙色 微砂粒を少
量含む。

良好 底部外面に
ヘラ記号有。

台付皿
(土師器)

D 3

底 径 84 杯部は欠損。底部は平坦である。脚部は下

外方へ伸びた後、端部付近で外方へ短く伸び

る。端部は九い。
外面ナデ、内面放射状暗文・螺旋状暗文。

灰褐色 4 mln以 下の

長石 石英
チャート・

赤褐色酸化
粒等の砂粒
を合む。

良

鉢
(上師器)

SD3

口 径 14.2 半球形と思われる体部から屈曲して上外方
へ伸びる日縁部に至る。端部は僅かに肥厚す
る。底部の一部は欠損。
日縁部外面ヘラミガキ、底体部外面ナデ、

内面ナデ後放射状暗文。

灰褐色 1.In以下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量合む。

良好

奏
(土師器)

SD3

回 径  140 口縁部は上外方へ伸び、端部は内方へ刑享
する。体部は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、内面ハケナデ(9本)。

外 淡茶赤
色一灰
褐色

茶褐色内

3 mm以下の

長石 石英
赤褐色酸化
粒等の砂粒
を多量に合
む。

良好

四 〇

同上

SD3

口 径 12.8 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

内湾気味に伸びる日縁部に至る。端部は内方
へ僅かに肥厚する。体部は欠損。

日縁部外面ヨコナデ、内面ハケナデ(10本 )、

体部外面ハケナデ (10本 )、 内面ヘラ削り。

外

内
茶褐色
暗茶褐
色～茶
褐色

21m以下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を多
量に含む。

良好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cn) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

贅
(土師器)

SD3

口 径 120 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上方へ外反 して伸びる日縁部に至る。端部は
外につまみ出し、上に面をもつ。体部は欠損。

口縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ハケナデ
後ナデ。

外 茶赤色
内 茶褐色

3 nun以 下の

長石・赤褐
色酸化粒・

石英等の砂
粒を少量含
む。

良好

同土

SD3

日 径  148 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は肥厚し、上に凹面をもつ。体部は欠損。
口縁部外面ヨコナデ・指頭痕、内面ヨヨナ

デ、体部内面ヘラナデ。

外

　

　

内

茶橙色
一茶褐
色
茶橙色

2 5 mI以 下
の長石・赤
掲色酸化粒・

石英・チャ
ート等の砂
粒を多量に
含む。

良好

同上

SD3

口 径 236 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は肥
厚し、上に凹面をもつ。体部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ。

茶褐色 3血以下の

長石・石英

赤褐色酸化

粒・チ ャー

ト等の砂粒

を多量に含
む。

良好

高杯
(上師器)

SD3

回 径  16.6 九味をもつ杯底部から上外方へ内湾して伸
びる日縁部に至る。端部は九い。脚部は欠損。
杯部タト面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

茶橙色～灰
褐色

1噸以下の

砂粒を少量
含む。

良

同上

SD3

口 径 170 平らと思われる杯底部から外上方へ伸びた
後、上外方へ内湾して伸びる日縁部に至る。端
部は九い。脚部は欠損。
杯部外面ナデ、内面ナデ後放射状暗文。

淡灰褐色 長石・雲母
等の砂粒を
含む。

良好

四 ―

同上

SD3

日 径 17.2 平坦な杯底部から外上方へ内湾気味に伸び
た後、上外方へ内湾して伸びる日縁部に至る。
端部は九い。脚部は下外方へ伸びる。裾部は
欠損。
杯部・脚部外面ナデ、杯部内面放射状暗文

後螺旋状暗文、脚部内面ナデ。

灰褐色 2 5 mn以 下

の長石・石

英・チ ャー

ト等の砂粒

を含 む。

良好

四 ―

同上

SD3

□ 径  17.0 九味をもつ杯底部から上外方へ内湾して伸
びる日縁部に至る。端部は九い。脚部は欠損。
杯部外面ナデ、内面麿耗の為調整不明。

暗灰褐色～

灰褐色

l Hm以下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量含む。

良

同上

SD3

底 径 88 杯体部は欠損。杯底部は外上方へ内湾して
伸びる。脚部は下外方へ伸びる柱状部から屈
曲し、斜下方へ伸びる裾部に至る。端部は九
い。柱状部外面 3本、内面に2本の接合痕を
有する。
杯底部・裾部外面ナデ、杯底部内面ハケナ

デ、柱状部外面ヘラによる面とり、内面しぼ
り日、裾部内面指頭圧痕。

茶褐色 l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良

97

四―

同上

SD3

底 径  9.8 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸びる柱状部
から外下方へ外反して伸びる裾部に至る。端
部は九い。
柱状部外面ナデ、内面しぼり日、裾部外面

ナデ後ハケナデ、内面指頭圧痕。

外

内
茶橙色
淡茶橙
色

05m以 下
の長石・雲
母等の砂粒
を少渥含む。

良好

羽釜
(土師器)

SD3

口 径  23.8 上内方へ伸びる体部から上外方へ外反して
伸びる国縁部に至る。端部は九い。鍔部は外
上方へ伸び、九い。体部は欠損。

口縁部外面・体部内面ナデ、日縁部内面ヨ
コナデ、体部外面ハケナデ (6利 。

淡茶灰色 3 mm以下の

雲母・角閃
石・長石・

石英等の砂
粒を多量に

含む。

良
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遺物番号

図版番号
器    種

点

高

地

器雌
ω

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 胎    土 焼 成 備   考

四 ―

構鶴　　　ＳＤ３

径

径
高

みま

口
器

つ

低 く九味をもつ天丼部から外下方へ伸びた

後下外方へ短く伸びる日縁部に至る。端部は

九い。かえりは下1方へ伸び、端部は九い。
宝珠状のつまみが付く。
天丼部外面1/3回転ヘラ削り、内面約1/3

不定方向のナデ、他は回転ナデ。

灰青色 2 nn以下の

砂粒を微量
に合む。

良好 ロクロ右方
向。

四 ―

同上

SD3

日 径 102
器 高  30
つ まみ径 1.7

低く外下方へ内湾して伸びる天丼部から下
外方へ伸びる国縁部に至る。端部は九い。か
えり端部は鈍く尖る。偏平な宝珠状のつまみ
が付く。
天丼都外面約1/4回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

灰青色 微砂粒 を少

量含 む。

良好 天丼部外面

約1/4灰か
ぶり。
ロクロ方向
不明。

吐
　
　
　
ＳＤ３

口 径  10.2 低く外下方へ内湾気味に伸びる天丼部から
下外方へ伸びる口縁部に至る。端部は丸い。
かえりは下内方へ伸び、端部は丸い。
天丼部外面1/10回 転ヘラ肖Uり 、他は回転ナ

デ 。

暗灰色 5 nlm以 下の

砂粒を微量
に合む。

良好 ロクロ右方
向。

四 ―

吐
　　　　ＳＤ３

口 径 100 低 く斜下方へ伸びる天丼部から下外方へ伸
びる日縁部に至る。端部は九い。かえりは内
下方へ伸び、端部は丸い。
天丼部外面約1/3回転ヘラ削り、内面1/5

不定方向のナデ、他は回転ナデ。

灰青色 l mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

四 ―

同上

SD3

口 径 130
器 高 38
つまみ径 18

低 く平坦な天丼部から斜下方へ伸びる日縁
部に至る。端部は九い。かえりは下内方へ伸
び、端部は九い。宝珠状のつまみ力y寸 く。
天丼部外面約1/2回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

灰青色 3mm以 下の

砂粒を少量

含む。

良好 外面に自然
釉付着。
ロクロ右方
向。

同上

SD3

口 径 16.4
器 高 3.6
つまみ径 3.0

低く平坦な天丼部から外下方へ伸びる日縁
部に至る。端部は九い。かえりは下内方へ伸
び、端部は九い。偏平な宝珠状のつまみが付
く。
天丼部クト面約1/4回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

灰青色 1 5 11tB以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

SD3

口 径 低い天丼部から外下方へ伸びる口縁部に至
る。端部は九い。かえりは下内方へ伸び、端
部は九い。天丼部の一部は欠損。
天丼部外面約1/5回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

乳灰青色 6 nI以 下の

砂粒 を微量

に含 む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

SD3

口 径  126 低く平坦な天丼部から斜下方へ伸びる口縁
部に至る。端部は九い。かえりは下内方へ伸
び、端部は九い。天丼部の一部は欠損。
天丼部外面約1カ 回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

淡灰色 l nlm以 下の

長石等を少
量含む。

良好 ロクロ左方
向。

107 同上

SD3

口 径 156 外下方へ内湾して伸びる天丼部から日縁部
に至る。端部は九い。かえりは下内方へ伸び

端部は鈍く尖る。天丼部の一部は欠損。
天丼都外面約1/3回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。 .

灰青色 2 1un以 下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ左方

向。

‐０８
　
　
　
四．

杯身
(須恵器)

SD3

径
高

口
器

九味をもつ低体部から屈曲し、上外方へ仲
びる口縁部に至る。端部は九い。
杯底部外面回転ヘラ削り・指頭痕、内面不

定方向のナデ、他は回転ナデ。

灰青色 4血以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量合む。

良好 ロクロ左方
向。

‐０９
　
　
　
　
四．

同上

SD3

径
高

口
器

平坦な杯底部から屈曲し、上外方へ外反気
味に伸びる日縁部に至る。端部は九い。
杯底部外面回転ヘラ削り、内面不定方向の

ナデ、他は回転ナデ。

灰色 2 5 ml以 下
の長石 。角
閑石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ左方
向。
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器

土

ｍナ

出

くｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎   土 焼  成 備   考

四 ―

杯身
(須恵器)

SD3

径
高

口
器

92
36

tや九味をもつ杯底部から屈曲し、上外方
へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は九

杯底部外面回転ナデ、内面不定方向のナデ、
他は回転ナデ。

黒反色 2 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良 好 ロクロ方向

不明

１‐‐

　

　

　

四．

同上

SD3

径
高

口
器

平坦な杯底部から屈曲し、上外方へ外反し
て伸びる国縁部に至る。端部は九い。
底体部外面回転ヘラ削り、内面不定方向の

ナデ、他は回転ナデ。

灰青色 3 Hll以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ方向
不明。

吐　　　ＳＤ３

95
3,0

径
高

口
器

平坦な杯底部から屈曲し、上外方へ伸びる
口縁部に至る。端部は九い。
杯底部外面回転ヘラ肖Uり 、他は回転ナデ。

黒灰色 5 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

SD3

□ 径  9,5 平らと思われる杯底部から屈曲し、上外方
へ伸びる国縁部に至る。端部は丸い。稜は痕
跡なし。底部の一部は欠損。
杯底部外面4/5・ 回転ヘラ削り、1/5不定方

向のナデ、他は回転ナデ。

黒灰色 2.5 ntn以下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

SD3

口 径 10,0
器 高 38

平坦な杯底部から屈曲し、上外方へ伸びる
口縁部に至る。端部は内方へ肥厚し、九い。
底部の一部は久損。

内クト面回転ナデ。

暗灰色 2 5 Hun以下
の長石・角
閃石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ右方
向。

四 ニ

同上

SD3

径
高

日
器

九味をもつ杯底部から上方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
杯底部外面回転ヘラ削り、内面不定方向の

ナデ、他は回転ナデ。

暗灰褐色 3 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好 ロクロ左方
向。

‐‐６　　　唯

同上

SD3

口 径 101
器 高 39

丸味をもつ杯底部から上方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
杯底部タト面回転ヘラ削り、内面約1/2不定

方向のナデ、他は回転ナデ。

灰掲色 1 5 mln以下
の長石等の

砂粒を少量
合む。

良好 ロクロ方向
不明。
底面にヘラ
記号有り。

117

四ニ

同上

SD3

径
高

口
器

九味をもつ杯底軋から上外方へ内湾して伸
びる口縁部に至る。端部は九い。底部の一部
は欠損。
杯底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

色
色
茶

棘
棘
一▼し色

外
内

2 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良 ロクロ右方
向。

同上

SD3

径
高

口
器

丸味をもつ杯底部から上外方へ外反気味に
伸びる日縁部に至る。端部は九い。
杯底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

淡黒灰色 4 1dm以 下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

SD3

口 径 102 九い杯底部から屈曲し、上外方へ外反して
伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部の一
部は欠損。
杯底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

色
色
茶

灰
灰
乳

乳
乳

一
色

外
内

2m以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良 ロクロ左方
向。

‐２０　　　」

吐
　
　
ＳＤ３

口 径  102
器 高  31

やや窪む杯底部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる日縁部に至る。端部は九い。
杯底部内面不定方向のナデ。他は回転ナデ。

色

青棘
棘
色

外
内

2 ndn以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良 好 外面灰かぶ

り。
ロクロ右方
向。

同上

SD3

口 径 146
器 高 41
底 径 104

平坦な杯底部から屈曲し、上外方へ外反し
て伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部外
面には断面台形の高台が付く。底部の一部は
欠損。
内外面回転ナデ。

灰色 3 5 mn以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

‐２２　　　」

鉢
(須恵器)

SD3

径
高

日
器

やや平坦な底部から屈曲した後、上内方へ

伸び体部から屈曲し、上外方へ短く伸びる日
縁部に至る。端部は九い。
底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

灰青色 45枷以下
の長石等の

砂粒を微量
に含む。

良好 体部外面灰
かぶり。
ロクロ右方
向。
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遺物番号

図版番号
器   種

土

ｍ
ナ

出

くｃ

地点

器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 胎    土 焼  成 備   考

小皿

(土 師器 )

SE2

口 径 88
器 高  1,9

僅かに窪む底部から上外方へ内椀して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。底部の一部は

欠損。
底部外面ナデ、他はヨヨナデ。

乳灰茶色 1.m以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SE2

径
高

国
器

9,0

1 4

僅かに窪む底部から上外方へ内椀して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 0.5 mm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好

台付小皿

(土 師器)

SE2

底 径  3.8 底部は平坦。脚部は下外方へ伸び、端部は

丸い。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡灰黄色 0 5 mln以下
の砂粒を微
量に含む。

良好

小皿

(瓦器 )

SE2

径
高

口
器

86
26

浅い半球形の底部から上外方へ内湾して伸
びる口縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内

面ナデ、見込みは平行状暗文。

淡灰青色 0 5 mln以下
の砂粒を少
量含む。

良好

四 二

椀
(瓦器)

SE2

口 径  148
器 高  53
底 径  76

半球形の杯体部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。底部外面には

断面逆台形の高台が付く。
外面ナデ後ヘラミガキ、内面ハケナデ後ヘ

ラミガキ、見込みは格子状暗文、高台ナデ。

灰青色 1 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

128 同上

SE2

口 径 147
器 高 50
底 径  5,8

半球形の杯体部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。底部外面には

断面逆台形の高台をもつ。
口縁部外面指頭圧痕後、ヘラミガキ底部外

面ナデ、内面ヘラミガキ、見込みは格子状暗
文。

黒灰色 1 5 mn以 下
の砂壮を少
量含む。

良好

同上

SE2

径
高

径

口
器
底

半球形の杯体部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。底部外面には

断面逆三角形の高台が付く。
内外面ヘラミガキ、見込みは格子状暗文、

高台ナデ。

外

内
淡灰色

暗灰色

0 5 nln以下
の砂粒を少
量含む。

良好

鉢
(上師器)

SE2

口 径 310 口縁部上外方へ伸び、端部は外傾する凹面
をもつ。体部は欠損。
日縁部内クト面ヨコナデ。

色
黒

黒
仄

灰
淡
色

外
内

lHm以下の

砂粒を微量
に合む。

良好

四 ニ

台付小皿

(瓦器)

SE3

径
高
径

口
器
底

平坦な底部から外上方へ内湾して伸びた後、
上外方へ短く外反して伸びる日縁部に至る。
端部は九い。底部外面には断面逆台形の高台
がイ寸く。

日縁部外面 。高台ヨヨナデ、体部外面ナデ、
内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

黒仄色 0.511r以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好

羽釜

(上師器)

SE3

口 径 278 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
外上方へ短く外反して伸びる口縁部に至る。
端部は外方へ肥厚し、九い。鍔部は水平に伸
び、九い。体部は欠損。
外面・口縁部内面ヨコナデ、体部内面ナデ。

茶橙色 45m以 下
の砂粒を多
量に含む。

良好

133

四 ニ

同上

SE3

口 径 315 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は丸い。鍔部は水平に伸び、九い。体部は欠
損。体部外面に1本の接合痕を有する。
外面・口縁部内面ヨコナデ、体部内面ナデ。

茶橙責色 4 1un以 下の

砂粒を多量
に含む。

良好 体部内面に

対 瞬 。

同上

SE3

口 径 29,7 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は九い。
鍔部は外下方へ伸び、九い。体部は欠損。
外面・口縁部内面ヨコナデ、体部内面ナデ。

茶橙色 2 5 Hm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 内面に炭化
物付着。
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器 形 態 ・ 調 整 等 の 持 徴 色 調 土 焼  成 備 考

羽釜
(土師器)

SE3

口  径  281 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は九い。鍔部は外上方へ伸び、九い。体部は欠
環舌
体部
繊覇掲き會?挙拿「森罫萬岳災ラ

ナデ。

外 乳茶色
～茶橙
色
乳茶灰
色

内

4.5 1un以下
の砂粒を多
量に含む。

良好 ロクロ方向
不明。

136

四二

鉢
(須恵器)

SE3

口 径  191 上外方へ伸びる体部から日縁部に至る。端
部は九い。口縁端部の1箇所には注目がある。
底部は欠損。
体部外面不定方向のナデ、他は回転ナデ。

灰色 3 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ方向
不明。

同上

SE3

口 径 290 口縁部は上外方へ伸び、端部は肥厚し、外
傾する凹面をもつ。体部は久損。

口縁部内外面回転ナデ。

淡灰色 l mm以下の
長石等の砂
粒を少畳含
む。

良好 ロクロ左方
向。

四 二

奏
(須恵器)

SE3

口 径  341 日縁部は上外方へ大きく外反して伸び、端
部は九い。体部は欠損。頚部内面に2本の接
合痕を有する。
口縁部内面下位不定方向のナデ、他は回転

ナデ。

淡灰青色 5 5 mm以 下
の砂壮を少
量含む。

良好 口縁部外面
下位に自然
釉付着。
ロクロ方向
不明。

同上

SE3

日 径  240 口縁部は上外方へ外反 して伸び、端部は受
口状で、外側に面をもつ。体部は欠損。
□縁部内外面回転ナデ。

外

内
灰色
淡灰色

l ltul以 下の

長石等の砂
粒を微量に
含む。

良好 ロクロ右方
向。

140

四二

同上

SE3

口 径 290 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ
外反して伸びる日縁部に至る。端部はやや受
口状で、外側に面をもつ。体部は欠損。体部
内面につなぎ目を有する。
外面格子状タタキ(4本)、 他は回転ナデ。

外 乳灰茶
色

内 淡茶橙
色

l Hum以 下の
長石・石莫
等の砂粒を
多量に合む。

良好 ロクロ方向

不明。

四 三

同上

SE3

口 径 31.4 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ大きく外反して伸びる日縁部に至る。
端部は受日状である。体部中位以下は欠損。
端部外面・口縁部内面ヨコナデ、国縁部・

体部クト面タタキ (3本 )、 体部内面ナデ。

暗灰青色 2 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好
 1果勇F方

向

四 ニ

同上

SE3

口 径 458 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる国縁部に至る。端
部はつまみ上げ、外側に凹面をもつ。体部は
欠損。
日縁部内外面回転ナデ、体部内外面タタキ

(外 4本・内5勺 。

灰色 4 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 体部外面に

自然釉付着。
ロクロ左方
向。

143

四三

同上

SE3

底 径 150 体部は上外方へ伸びる。底部は突出しな彰
平底。体部は欠損。
内外面回転ナデ。

淡灰色 l mm以下の
長石等の砂
粒を多量に
含む。

良好 底部外面に
自雰朔M↓着。
ロクロ右方
向。

同上

SE3

底 イ差 16.0 体部は外上方へ伸びる。底部は突出しなし
平底。体部は欠損。
内面回転ナデ。

外 淡茶褐
色～淡
灰色
乳灰色内

l mm以下の

長石等の砂
粒を微量に
含む。

良好

四 三

器
，
土
質

型
瓦

鉢
ぐ

SE3

口 径  37.0 平坦と思われる底部から屈曲し、上方へ短
く伸びる日縁部に至る。端部は上に面をもち
花弁状の刻印がある。底部の一部は欠損。
外面ヘラ削り、内面ヨコナデ。

灰黒色 44m以 下の

砂粒を少量
含む。

良好

/1ヽ皿

(土 師器)

S P31

径
高

口
器

80
15

平坦な底部から屈曲し、外上方へ内湾気味
に伸びる日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

外 淡灰青
色
灰青色内

0 5 mH以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好 口縁部内面
に煤付着。

同上

S P58

国 径  94
器 高 19

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
の日縁部に至る。端部は円い。
□縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

乳灰茶色 2 mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好 完形。
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(伽 ) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 砦 徴 色 詞 土 焼 成 備 考

小皿

(土 師器 )

S P59

口 径 10,0
器 高 16

僅かに窪む底部から外上方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。底部の一部は

欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰黄色 5 mm以下の

砂粒を微量
に合む。

良好

149 同上

S P59

径
高

国
器

92
16

九味をもつ底部から外上方へ内湾気味に伸
びる口縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰責色 l ml.以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

S P59

口  径  94 九味をもつと思われる底部から上外方へ内

湾して伸びる口縁部に至る。端都は九い。底

部の一部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

乳灰責色 l mn以下の

砂泣 を微量

に含 む。

良好

同上

S P59

口 径 156 外上方へ内湾して伸びる体部から上外方へ

内湾して伸びる日縁部に至る。端部はつまみ

上げる。底部の一部は欠損。
口縁部内外面・体部内面上位ヨヨナデ、体

部外面・内面下位ナデ。

乳灰色 微砂粒を少
量含む。

良好

小皿

(瓦器 )

S P59

径
高

口
器

98
25

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

器内を減じて外反する口縁部に至る。端部は

鈍く尖る。
内外面ヘラミガキ、見込みは格子状暗文。

暗灰色 微砂粒を少
量含む。

良好

椀

(瓦器 )

S P59

日 径 14 1 上外方へ内湾して伸びる体部から、やや外

反気味の日縁部に至る。端部は丸い。底部は

欠損。
外面ヘラミガキ後指頭痕、内面ヘラミガキ。

外

内
灰黒色

乳灰色

微砂粒を少
量含む。

良好

羽釜

(土師器)

S

口 径 278 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は九い。

鍔部は水平に伸び、九い。体部は欠損。
口縁部内外面・体部外面ヨコナデ、体部内

面ヘラナデ。

淡橙茶色 41m以下の

砂泣を合む。
良好 体部外面下

位に煤付着。

小皿

(瓦器 )

石集積

径
高

口
器

平らに近い底部から上外方へ伸びる口縁部
に至る。端部は九い。
外面ヨヨナデ、内面ヘラミガキ、見込みは

平行状暗文。

暗灰色 微砂粒を少
量含む。

良好

156

四三

(須恵器)

池状遺構

底 径 90 体部は上外方へ内湾気味に伸びた後内上方
へ伸びる。底部は平底。口縁部は欠損。

底部内外面不定方向のナデ、他は回転ナデ。

灰 青色 2 1un以 下の

砂粒を少量

含 む。

良好 ロクロ右方
向。

四 三

同上

池状遺構

口 径 216 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

大きく外反して伸びる日縁部に至る。端部は

外側に面をもつ。体部は欠損。

体部内面不定方向のナデ・指押さえ、他は

回転ナデ。

茶褐色 3 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 口縁部内面

体部外面に

自舛拍M↓音。
ロクロ右方
向。

四 三

同上

池状遺構

口  径  296 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ大きく外反して伸びる国縁部に至る。

端部は外側に凹面をもつ。体部は欠損。体部

内面に1本の接合痕を有する。日縁部外面に

沈線を有する。
口縁部内外面回転ナデ、体都外面タタキ、

内面指押さえ。

外

内
茶赤色
茶褐色

l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 口縁部内面
上位に自然
釉付着。
体部外面灰
かぶり。
ロクロ方向
不明。

小皿

(土 師器 )

池状遺構

径
高

口
器

84
13

平らに近い底部から上外方へ伸びる国縁部
に至る。端部は九い。底部の一部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰色 l mll以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

160

四 三

同上

池状遺構

径
高

口
器

88
1 5

広く平坦な底部から屈曲し、上外方へ伸び

る口縁部に至る。端部は丸い。底部の欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好

161

四三

同上

池状遺構

口 径 86
器 高 14

広く平坦な底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 2 5 mm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好 完形。
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図版番号
器 種

出土  地点
にm) 器高

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 偏 考

162

四四

小皿

(土師器)

池状遺構

径

高

口

器

82
14

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨヨナデ。底部内外面ナデ。

外 乳灰色
内 乳茶灰

色

3 mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好 完形。

四 四

同上

池状遺構

径
高

口
器

平らと思われる底部から上外方へ内湾して
伸びる口縁部に至る。端部は丸い。底部は欠
損。

国縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 3 mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

四 四

同上

池状遺構

口 径  90
器 高 15

平坦な底部から上外方へ内湾して伸びる口
縁部に至る。端部は上につまみ、外に面をも
つ。底部の一部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 l mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

四 四

同上

池状遺構

口 径  90
器 高  14

広く平坦な底部から屈曲し、上外方へ内湾
して伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部
の一部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 1 5 mm以 下
の砂粒を微
量に合む。

良好

166

四四

同上

池状遺構

口 径  89
器 高 16

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る国縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 2 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

四 四

同上

池状遺構

口  径  92 九味をもつ底部から上外方へ内湾気味に仲
びる国縁部に至る。端部は丸い。底部の一部
は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰褐色 lm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

168

四四

同上

池状遺構

口 径  86
器 高 15

丸味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰色 2 5 mm以 下
の砂粒を少
量合む。

良好

同上

池状遺構

口 径  92
器 高 15

僅かに窪む底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。底部の一部は
欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 l mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

170

四四

同上

池状遺構

径
高

口
器

笹かに窪む底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 2 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

四 四

同上

池状遺構

径
高

口
器

平坦な底部から屈曲し、上外方へ伸びる口
縁部に至る。端部は九い。

口縁部内外面ヨコナデ、底部内タト面ナデ。

乳灰黄色 2 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

四 四

同上

池状遺構

径
高

口
器

92
17

上外方へ内湾して伸びる体部から国縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

乳灰茶色 1,5 nm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好

同上

池状遺構

口 径 102 外上方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

内湾して伸びる日縁部に至る。端部は九い。
底部は欠損。

口縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

乳灰茶色 l mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

四 四

台付小皿

(土師器)

池状遺構

径
高
径

口
器
底

82
2.5

54

平らな底部から短く直上して伸びる口縁部
に至る。端部は九い。脚部は下外方へ外反し
て伸びる。端部は九い。
底部内外面ナデ、他はヨコナデ。

乳灰責色 1 5 mm以 下
の砂粒を微
量に合む。

良好

175

四 四

同上

池状遺構

径
高
径

口
器
底

平らな底部から上外方へ短く内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は九い。脚部は下外方
へ外反して伸びる。端部は九い。
底部内外面ナデ、他はヨコナデ。

乳灰責色 微砂粒を少
量含む。

良好

四 五

同上

池状遺構

口 径 100 平らな底部から屈曲し上外方へ内湾して伸
びる国縁部に至る。端部は九い。脚部は下外
方へ伸びる。端部は欠損。
底部内外面ナデ、他はヨヨナデ。

乳灰茶色 l mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好 底部外面に

煤付着。
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四 五

皿

(土 師器 )

池状遺構

口 径  128
器 高  2.9

広く平坦な底部から屈曲し、上外方へ外反

気味に伸びる日縁部に至る。端部は丸い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 2 1un以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

178

四五

同上

池状遺構

口 径  138
器 高  36

広く平坦な底部から屈曲し、上外方へ伸び

る国縁部に至る。端部はつまみ上げ、外に面

をもつ。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

外 乳灰茶

色

乳灰褐

色

内

2 Hu以下の

砂粒を微量
に合む。

良好

羽釜

(上 師器 )

池状遺構

口 径 208 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は九い。鍔部・体部下位は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

外

内
茶橙色
暗茶褐
色

3 5 mBl以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 口縁部外面

体部外面上

位に阿崎 。

180

四五

同上

池状遺構

口 径 292 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。

鍔部は外上方へ伸び、九い。体部は欠損。
国縁部内外面・体部タト面ヨヨナデ、内面へ

ラナデ。

茶橙色 1 5 mn以 下

の砂粒 を少

量含 む。

良好

四 五

小皿

(瓦器 )

池状遺構

径
高

口
器

85
20

若子の窪みをもつ底部から屈曲し、上外方
へ外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。

日縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

暗灰青色 1 5 mn以下
の砂粒を少
量含む。

良好

四 五

同上

池状遺構

径
高

口
器

88
20

やや丸味をもつ底部から上外方へ内湾して

伸びる口縁部に至る。端部は九い。
口縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

暗灰青色 l lln以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

池状遺構

口 径  84
器 高  19

九い底部から上外方へ伸びる国縁部に至る。

端部は九い。
日縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

灰青色 l mn以下の

砂粒 を少量

含む。

良

四 五

同上

池状遺構

口 径  82
器 高  1.6

九味をもつ底部から屈曲し、上外方へ伸び

る日縁部に至る。端部は九い。
日縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

灰青色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

四 五

同上

池状遺構

径
高

口
器

82
18

丸味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る国縁部に至る。端部は九い。
日縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

灰青色 微砂粒を少
量含む。

良好 完形。

186

四五

同上

池状遺構

径
高

口
器

九い底部から上外方へ内湾して伸びる日縁

部に至る。端部は丸い。
口縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

灰青色 微砂粒を少
量含む。

良好 完形。

四 五

同上

池状遺構

径
高

口
器

8.8

20
九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は丸い。
口縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ・指頭

痕、内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

灰青色 1 5 mn以下
の砂粒を少
量含む。

良好

四 六

同上

池状遺構

径
高

口
器

86
20

九い底部から上外方へ内湾して伸びる日縁

部に至る。端部は九い。
口縁部外面ヨヨナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ、見込みはジグザグ状暗文。

暗灰青色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 完形。

四 六

同上

池状遺構

径

高

口

器

8.9

23
丸い底都から上外方へ内湾して伸びる口縁

部に至る。端部は九い。
口縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ後ヘラ

ミガキ、平行状暗文。

暗灰青色 l nln以 下の

砂粒を少量

含む。

良好 完形。

四 六

同上

池状遺構

径
高

口
器

86
22

窪みをもつ底部から屈曲し、上外方へ伸び

る口縁部に至る。端部は内方へ肥厚し、九い。

口縁都外面ヨコナデ、底部外面ナデ内面ヘ

ラナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

暗仄青色 l lm以下の

砂粒を少量

含む。

良好
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191

四六

椀

(瓦器 )

池状遺構

径
高
径

日
器
底

半球形の杯体部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。底部外面には
断面逆台形の高台が付く。
外面指頭痕後ヘラミガキ、内面ヘラミガキ、

高台外面ヨコナデ、底部外面ナデ、見込みは
斜格子状暗文。

暗灰色 0.5 nl以下
の砂粒を少
量合む。

良好

四 六

同上

池状遺構

径
高
径

日
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。底部タト面には断面逆台形の高台が付く。

日縁部外面ナデ後ヘラミガキ、底部外面ナ
デ、内面ヘラミガキ、見込みは格子状暗文。

淡灰色 0511n以下
の長石等の

砂粒を微量
に含む。

良好

四 七

同上

池状遺構

口 径 146
器 高 59
底 径 48

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。底部外面には断面逆台形の高台が付く。
内外画ナデ後ヘラミガキ、見込みは斜格子

状暗文。

暗灰青色 0.5 nun以 下
の砂粒を微
量に合む。

良好

四 七

同上

池状遺構

口 径  156
器 高  55
底 径  57

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。底部外面には断面逆台形の高台力Y寸 く。
外面ナデ後ベラミガキ、内面ヘラミガキ高

台外面ナデ、見込みは格子状暗文。

外 灰色～

暗仄青
色
灰青色内

0 5 mm以下
の砂粒を微
量に含む。

良好

195

四七

同上

池状遺構

径
高
径

□
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。底部外面には断面U字形の高台が付く。

口縁部外面ナデ後ヘラミガキ・指頭圧痕、
底部クト面ナデ、内面ヘラミガキ、見込みは格
子状暗文。

外

内
灰色
灰茶色

0.5 Hn以下
の砂粒を微
量に含む。

良好

同上

池状遺構

口 径  152 上外方へ内湾して伸びる杯体部から口縁部
に至る。端部は九い。底部は欠損。
内外面ナデ後ヘラミガキ、見込みは格子状

暗文。

灰青色 0.5 ndl以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

四 七

同上

池状遺構

口 径  14.4 上外方へ内湾して伸びる杯体部から口縁部
に至る。端部は九い。底部は欠損。
内外面ナデ後ヘラミガキ、見込みは格子状

暗文。

灰青色 lll以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

池状遺構

口 径 15,8 上外方へ内湾して伸びる杯体部から口縁部
に至る。端部は九い。底部は欠損。
内外面ヘラミガキ。

灰 色 0.5 mm以下
の砂粒を微
量に含む。

良好

同上

池状遺構

日 径  153 上外方へ内湾して伸びる杯体部から国縁部
に至る。端部は九い。底部は欠損。
外面ナデ後ヘラミガキ、内面ヘラミガキ。

灰 色 精良。 良好

200 同上

池状遣構

国 径 14.0
器 高 52
底 径 50

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。底部外面には断面逆台形の高台が付く。
内外面ヘラミガキ、高台ナデ、見込みは格

子状暗文。

外 灰色
内 乳灰色

3 nun以 下の

長石・石英
等の砂粒を
微量に含む

良好

四 七

同上

池状還構

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。底部外面には断面逆台形の高台が付く。

日縁部クト面ヨコナデ、体部外面ナデ・指頭
圧痕後ヘラミガキ、内面ヘラミガキ、高台ヨ
ヨナデ、見込みは平行状暗文。

暗灰色 0.5 HE以下
の砂粒を少
量含む。

良好

202

四 八

同上

池状遺構

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。底部外面には断面逆台形の高台が付く。
外面ナデ・指頭圧痕、内面ヘラミガキ、高

台ナデ、見込みは平行状暗文。

乳灰色～暗
灰青色

1 5 mn以下
の砂粒を微
量に含む。

良好 完形。

203

2ヨ プ(

同上

池状遺構

口 径  142
器 高  41
底 径  44

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。底部外面には低い断面台形の高台が付
く。
日縁部・高台外面ヨヨナデ、体部外面指頭

痕、内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

暗灰黒色 0 5 nm以下
の砂粒を少
量合む。

良好
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204 椀

(瓦器 )

池状遺構

口 径 144
器 高 42
底 径 40

半球形の杯体部から上外方へ短く外反して

伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部外面
には断面逆台形の高台が付ぐ。
口縁部外面ヨヨナデ、底体部外面指押え後

ナデ、内面ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行

状暗文。

暗灰青色 051n以下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

池状遺構

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は

九い。底部外面には断面逆台形の高台力X↓ く。

外面ナデ、内面ヘラミガキ、見込みは平行
状暗文。

乳灰色～灰
色

0 5 mm以下
の長石等の

砂粒を微量
に含む。

良好

206

Z日 プ(

同上

池状遺構

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は

九い。底部外面には断面逆三角形の高台力y寸

く。
外面ナデ・指頭圧痕、内面ヘラミガキ、見

込みは平行状暗文。

暗灰青色～

灰青色

4 fF n以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

207

四 八

同上

池状遺構

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は

九い。底部外面には断面逆三角形の高台が付

く。
日縁郡・体部外面ヨヨナデ後指頭痕、高台

ナデ、内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗文

暗灰青色 2 1n n以下の

砂粒を少量
含む。

良好 完形。

208

四九

同上

池状遺構

口 径 146
器 高 40
底 径  34

浅い半球形の杯体部から口縁部に至る。端

部は九い。底部外面には断面逆三角形の高台
力tヽく。
外面ナデ後指頭痕、内面ナデ後ヘラミガキ

高台外面ナデ、見込みは平行状暗文。

淡灰色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を微量に

含む。

良好

209 同上

池状遺構

口 径  136 半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は

肥厚し、丸い。底部は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

灰青色～乳

灰色

l mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

池状遺構

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から回縁部に至る。端部は

九い。底部外面には断面逆台形の高台が付く。
日縁部外面ヨコナデ、外面ナデ・指押さえ、

内面ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文I

灰青色～灰
褐色

精良。 良好

同上

池状遺構

口 径 150
器 高 38
底 径 40

浅い半球形の杯体部から日縁部に至る。端

部は九い。底部外面には断面逆三角形の高台
力W寸 く。

日縁部外面ヨコナデ、外面指押さえ、内面
ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

暗灰青色 l mn以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

池状遺構

口 径  152 斜上方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部は欠

損。
国縁部外面ヨコナデ、体部外面指押さえ後

ナデ、内面ナデ後ヘラミガキ。

灰青色 l nm以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

池状遺構

口 径  130 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至り、端部で外方へつまみ九く終わる。底部
は欠損。
端部外面ヨコナデ、外面ナデ・指頭痕、内

面ヘラミガキ。

外 暗灰色
～乳灰
色
黒灰色内

精良。 良好

同上

池状遺構

口 径 140 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は九い。底部は欠損。
口縁部外面ヨコナデ、体部外面ナデ・指頭

圧痕、内面ヘラミガキ。

外 暗灰青
色～乳
灰色
灰色～

淡灰色
内

精良。 良好

同上

池状遺構

口 径 142 半球形と思われる体部から口縁部に至る。

端部は九い。底部は欠損。
口縁部外面上位ヨコナデ、下位・体部外面

ナデ・指頭痕、内面ヘラミガキ。

外

内
灰色
乳灰色

l mm以 下の

長石等の砂
壮を微量に

合む。

良好
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椀
(瓦器)

池状遺構

口 径  140 半球形と思われる底体部から口縁部に至る
端部は九い。底部の一部は欠損。

日縁部外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内面
ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

外 灰褐色
～乳灰

色

内 灰褐色

lm以下の

砂粒 を少量

含む。

良好

同上

池状遺構

口 径  160 半球形と思われる体部から口縁部に至る。
端部は丸い。底部は欠損。
外面ナデ・指頭痕、内面ヘラミガキ、見込

みは平行状暗文。

外 灰褐色
一乳灰
色

内 仄掲色

2 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

池状遺構

口 径 145 やや浅い半球形の体部から口縁部に至る。
端部は丸い。底部の一部は欠損。

口縁部外面ヨコナデ、底体部外面ナデ、内
面ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

暗灰青色 2 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

池状遺構

口 径  144 やや浅い半球形の体部から口縁部に至る。
端部は九い。底部の一部は欠損。

口縁部外面ヨヨナデ、底体部外面ナデ・指
頭痕、内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

外

内
暗灰色
灰色

精良。 良好

220 同上

池状遺構

国 径 152 やや浅い半球形の体部から口縁部に至る。
端部は九い。底部の一部は欠損。

国縁部外面ヨコナデ、体部外面ナデ・指頭
痕、内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

暗灰色 0 5 mm以下

の砂粒 を少

量含む。

良好

221

四九

小皿

(青磁器)

池状遺構

径
高

口
器

96
21

平らに近い底部から上外方へ内湾気味に伸
びる国縁部に至る。端部は九い。底部内面に
双魚文が描かれている。
内外面回転ナデ。

淡緑色 精良。 良好 釉 を施す。
ロクロ方向

不明。

222

四九

椀
(白 磁器)

池状遺構

底 径  60 口縁部は欠損。九みをもつ底部から上外方
へ内湾して伸びる。底都外面には断面U字形
の高台が付く。底部内面には沈線とハケ状の

もので模様が描かれている。
外面回転ナデ、内面ナデ後ハケナデ(10本 )。

外 淡緑灰

色～淡

灰色

淡緑灰

色

内

精良。 良好 和を施す。
ロクロ方向

不明。

223

四九

同上

池状遺構

底 径  62 口縁部は欠損。底都は外上方へ内湾気味に

伸びる。底部クト面には断面長方形の高台が付
く。底部内面に沈線が巡る。
内外面回転ナデ。

淡灰緑色～

淡灰色
精良。 良好 内タト面に釉

施す。
ロクロ方向
不明。

224

四九

同上

池状遺構

底 径 55 日縁部は欠損。九味をもつ底部から上外方
へ内湾して伸びる。底部外面には断面U字形
の高台力X寸 く。底部内面に沈線が巡る。
内外面回転ナデ。

淡灰緑色～

淡灰青色
精良。 良好 底都外面・

内面に釉を

施す。
ロクロ方向

225

四九

椀

(磁器 )

池状遺構

底 径 50 国縁部は欠損。平坦な底部から上外方へ内
湾して伸びる体部に至る。底部外面には断面
逆台形の高台力Y寸 く。
外面ハケナデ (6本)、 内面回転ナデ。

灰緑色～灰
青色

精良。 良好 内外面に釉

を施す。

226

五〇

平瓦

池状遺構

厚  さ 22 均整唐草文を施す。 淡茶灰色 l mm以下の

砂粒 を少量

合む。

良好

227 垂

(土師器 )

包合層

□ 径 143 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は九い。体部中位以下は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ハケナ

デ (外 8本・内10本)。

明赤褐色 2 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包含層

径口 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反気味に伸びる日縁部に至る。端部は外方
に肥厚し、外傾する面をもつ。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ハケナ

デ (外11本)。

乳灰茶色 2 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼 成 備 考

甕
(土師器)

包含層

口 径 146 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる口縁部に至る。端部は九い

体部は欠損。
体部外面ナデ、他はヨコナデ。

乳灰茶色 21m以下の

砂粒を微量
含む。

良好

230 同上

包含層

口 径 13.3 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

伸びる日縁部に至る。端部は内傾する凹面を

もつ。体部は欠損。体部内面に1本の接合痕
を有する。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(5和 、内面ナデ。

淡茶灰色 3Hm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包含層

口 径  29.8 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端

部はタト方に肥厚 し、上に面をもつ。体部は欠

損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

乳茶橙色 0.5m以下
の砂粒を微
量含む。

良好

232 高杯
(土師器)

包含層

底 径 84 脚部は下外方へ伸びる柱状部から屈曲し、

外下方へ伸びる裾部に至る。端部は外額する

面をもつ。杯部は欠損。
外面ナデ、柱状部内面しぼり日、裾部内面

ハケナデ (■ 本)。

淡赤褐色 6.5 mm以下
の長石・チ
ャート・赤
褐色酸化粒
雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良

同上

包含層

底 径 104 脚部は下外方へ伸びる柱状部から屈曲し、

外下方へ伸びる裾部に至る。端部は九い。杯

部は欠損。裾部上位に三方孔を有する。裾部

内面上位に1本の接合痕を有する。
外面ハケナデ (13本 )、 柱状部内面くりぬ

き、裾部内面ハケナデ。

明赤褐色 0.5 mm以下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

234

五〇

土錘

包含層

管状形を呈する。
ナデ。

暗灰茶色 l lun以下の

長石・チャ
ート等の砂
粒を少量含
む。

良好

235 杯蓋

(須恵器)

包含層

口 径 107 平らな入井部から下外方へ伸びる口縁部に

至る。端部は九い。内面にかえりを有し、か

えり端部は鈍く尖る。つまみは欠損。
外面1/4回転ヘラ百Uり 、他は回転ナデ。

暗青灰色 lnH以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

236 同上

包含層

径
高

口
器

上面凹状の天丼部から外下方へ伸びる。稜
は痕跡なし。口縁部は下外方へ伸び、端部は

九い。
天丼部外面糸切り、内面不定方向のナデ、

他は回転ナデ。

明青灰色 5耐以下の

砂粒を微量
含む。

良好

杯身
(須恵器)

包合層

口 径 102
受部径 13.4
立ち上がり高

1.2

深く丸みをもつ底体部から上外方へ伸びる

受部に至る。受部は外上方へ伸び、九い。立

ち上がりは内傾し、端部は丸い。

底体部外面約12回転ヘラ削り、他は回転
ナデ。

淡灰色 2Hm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 12,9
受都径 160
立ち上がり高

23

体部は上外方へ内湾気味に伸びる受部に至
る。受部は水平に伸び、九い。立ち上がりは

内傾し、端部は内傾する凹面をもつ。底部は

欠損。
内外面回転ナデ。

青灰色 2 mm以下の

砂粒を微量

含む。

良好 ロクロ左方
向。

239 高杯
(須恵器)

包含層

底 径 90 脚部は下外方へ外反気味に伸びる裾部に至
る。端部は凸面状を成す。杯部は欠損。脚部
に三方孔の方形スカシを有する。
内外面回転ナデ。

明青灰色 0 5 mm以下
の砂粒を微
量合む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出 土

(cm)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

240 高杯
(須恵器)

包含層

底 径 89 下外方へ伸びる裾部に至る。端部はゆるや
かに下内方へ屈曲する。杯部は欠損。脚部に
三方孔の方形スカシを有する。
内外面回転ナデ。

明青灰色 l mm以下の

砂壮を微量
含む。

良好

同上

包含層

底 径  10,9 脚部は下外方へ伸びた後外下方へ伸びる裾
部に至る。端部はゆるやかに下内方へ屈曲す
る。杯部は欠損。脚部に三方孔の台形スカシ
を有する。
内外面回転ナデ。

暗青灰色 3m以下の

砂粒を微量
含む。

良好

養
(須恵器)

包含層

口 径 100 外下方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる国縁部に至る。端部は外傾す
る凹面をもつ。体部は欠損。
体部内面タタキ (5本)、 他は回転ナデ。

乳灰色 2 mn以下の

砂粒を少量
含む。

良好

243

五〇

硯
(須恵器)

包合層

口 径 148 平らな底部から下外方へ短く伸びた後上外
方へ短く伸びる日縁部に至る。端部は内傾す
る面をもつ。脚部は下外方へ伸びる。
脚部内面調整不明瞭、他は回転ナデ。

淡灰青色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好 ロクロ左方
向。

中皿

(上師器)

包含層

口 径 138 平らと思われる体部から屈曲し、上外方へ

外反して伸びる口縁部に至る。端部はやや上
につまむ。底部は欠損。
底部外面ナデ、他はヨコナデ。

茶掲色 3 mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を
少量含む。

良好

同上

位含層

口 径 140
器 高 30

下外方へ伸びると思われる底部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる日縁部に至る。端
部は上につまむ。底部は欠損。
日縁部内クト面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

外 淡灰褐
色
乳灰褐
色

内

0.5m以下
の長石・雲
母等の砂粒
を少婚訴舒む。

良好

同上

包含屠

日 径 130 九みをもつ底部から上外方へ外反して伸び
る日縁部に至る。端部は丸い。
国縁部内クト面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡赤掲色 0 5 mm以下
の赤褐色酸
化粒・長石
・雲母等の

砂粒を少量

良好

五 〇

杯
(上師器)

包含層

口 径  13.4
器 高  3.2

平らに近い底部から上外方へ内湾気味に仲
びる口縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底体部外面指ナデ、

内面摩耗の為調整不明瞭。

乳灰茶色
3 1un以 下の

砂粒 を少量

含む。

良好

同上

包含層

口 径 130 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ・指
頭痕、内面ナデ。

赤褐色
0 5 ndn以 下
の長石等の

砂粒を少量

良好

249 同上

包含層

径
高

口
器

上外方へ伸びる底部から上外方へ内湾して
伸びる日縁部に至る。端部は九い。

国縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面ナデ。

淡赤橙色
0 5 mm以 下
の長石・赤
褐色酸化壮
等の砂粒を
少量合む。

良好

250

五〇

同上

包含層

口 径 133
器 高 2.5

平らな底部から上外方へ内湾気味に伸びる
日縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡茶灰色 0 5 mm以 下
の長石・雲
母等の砂粒
を少雛 む。

良好

251 小皿

(上師器)

包含層

径
高

口
器

89
1.4

下外方へ伸びる底部から上外方へ内湾気味
に伸びる口縁部に至る。端部は九い。
日縁部内タト面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡茶橙色 l mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包含層

口 径  9,0
器 高 14

平らに近い底部から上外方へ伸びる国縁部
に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

淡茶褐色 051m以下
の長石・雲
母等の砂粒
を少道許針む。

良好
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逮物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 持 徴 色 調 土 焼  成 備 考

小皿

(土 師器 )

包含層

口 径 84
器 高  1.2

平らな底部から上外方へ内湾気味に伸びる

口縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡赤褐色 0 5 mla以下
の石央・雲

母等の砂粒
を少酷 む。

良好

同上

包合層

径
高

口
器

80
1 4

平らな底部から上外方へ内湾気味に伸びる

日縁部に至る。端部は内方に肥厚し、九い。

日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡灰茶色 3 mm以下の

長石・雲母

等の秒粒を

少量含む。

良好

255

五〇

小皿

(瓦器)

包合層

径

高

口

器

82
19

九みをもつ底部から上外方へ内湾気味に伸
びる口縁部に至る。端部丸い。

口縁部外面ナデ後ヘラミガキ、見込みは斜

格子供暗文。

淡灰青色 精良。 良好

256

五 〇

同上

包合層

径
高

口
器

9.2

21
九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る日縁部に至る。端部内方に肥厚 し、九い。

口縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

乳灰色～灰

青色

精良。 良好

257

五 〇

椀
(瓦器)

包含層

径
高
径

口
器
底

椀形の底体部から上外方へ内湾して伸びる

口縁部に至る。端部は九い。底都外面には断

面逆三角形の高台が付く。

外面ヨヨナデ後ヘラミガキ、内面ナデ後ヘ

ラミガキ、見込みは斜格子状暗文。

灰黒色 2 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

258

五〇

同上

包含層

径
高
径

口
器
底

椀形の底体部から上外方へ内湾気味に伸び

る口縁部に至る。端部は九い。底部外面には

断面台形の高台が付く。

外面ヨコナデ後ヘラミガキ、内面ナデ後ヘ

ラミガキ、見込みは斜格子伏暗文。

暗灰黒色 l mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

259 同上

包含層

口 径 142
器 高 49
底 径  4.4

椀形の底体部から上外方へ内湾気味に伸び

る国縁部に至る。端部は九い。底都外面には

断面逆三角形の高台が付く。
日縁部外面ヨコナデ、底部クト面ナデ、内面

ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

暗灰色 1 5 mm以下

の砂粒 を微

量含 む。

良好

260 同上

包含層

口 径 138 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は九い。底部は久損。

日縁部外面ヨコナデ、体部外面指押さえ後

ナデ、内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

暗灰色 精良。 良好

同上

包含層

口 径 148 上外方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は九い。

底部は欠損。
口縁部タト面ヨヨナデ、体部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

淡灰黒色 lnm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包含層

□ 径 外上方へ内湾気味に伸びる体部から上外方
へ内湾して伸びる口縁部に至る。端部は内傾

する面をもつ。底部は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、体部外面指押さえ後

ナデ、内面ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

灰褐色 l mm以下の

砂粒を微量

含む。

良好

同上

包含層

口 径 156 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は内傾する面をもつ。底部は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

乳灰色 精良。 良好

264

五〇

平瓦

包含層

厚  さ 2.2 均麹曹草文を施すと思われる。 淡灰茶色 0 5 EBl以 下
の砂粒を少
量含む。

良好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼 成 備 考

九瓦

包含層

厚 さ 18 凹面布目、凸面縄目 凹面 淡灰
茶色

凸面 明褐
灰色

断面 淡灰
褐色

3 nm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

266 同上

包合層

厚 さ 33 凹面布日、凸面縄目 凹面 淡茶
灰色

凸面 明赤
褐色

断面 明赤
褐色

31m以下の

砂粒を少量
含む。

良好

267

五〇

小型九底童

(土 師器)

包含層

径
高

口
器

92
82

偏平な球形の体部から屈曲し、上外方へ内
湾気味に伸びる日縁部に至る。端部は九い。
底部は九底。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面上位・内
面ナデ、下位ヘラ削り。

淡茶橙色 2硼以下の

砂粒を微量
含む。

良好

(土 師器)

包含層

口 径  175 口縁部は上方へ伸びた後屈曲して上外方ヘ

外反して伸び、端部は上につまみ、外傾する
面をもつ。体部は欠損。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

茶橙色 5 1un以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

菱
(土 師約

包含層

口 径 160 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は九い。体部は欠損。・

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ
(3本)、 内面ナデ。

外 暗茶褐
色

暗茶赤
色

内

3 Hm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

270 同上

包含層

口 径  172 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は九い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(3本)、 内面ナデ。

褐灰色 2 ml以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む。

良好

271 同上

包含層

口 径 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端
部は上につまむ。体部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(7莉 後ハケナデ (11利 、内面ヘラ削り。

淡茶灰色 31m以下の

角閃石 ,雲

母・長石・

チャート等
の砂粒を少
量含む。

良好

272 同上

包合層

口 径 151 日縁部は上外方へ伸び、端部は内外方に肥
厚し、外傾する面をもつ。体部は欠損。
外面ヨコナデ、内面ハケナデ (7本 )。

淡茶灰色 2 nun以 下の

赤褐色酸化
粒等の砂壮
を少量含む。

良好

同上

包含層

口 径 18.8 口縁部は上外方へ伸び、端部は上につまむ。
体部は欠損。

内外面ヨコナデ。

灰茶色 5 mln以 下の

雲母・角閃
石・チャー

ト長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包含層

口 径 82 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ伸びつ口縁部に至る。端部は上方ヘ

長く拡張する。体部は欠損。吉備地方の酒津
式の特徴をもつ。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内タト面摩耗の

為調整不明瞭。

淡茶橙色 3 mI以下の

砂粒を少量
含む。

良好

―-173-―



遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器

土

耐

出

ぐｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎    土 焼 成 備 考

五 〇

器台
(土 師器)

包含層

口 径 90 上外方へ内湾して伸びる杯底部から口縁部
に至る。端部は上方へ長くつまみ上げ、外側
に凹面をもつ。脚部は欠損。
外側ヘラ削り後ヘラミガキ、内面ヘラミガ

キ。

淡茶橙色 l mm以下の

長石等の砂
粒を微量含
む。

良好

五 〇

高杯
(土 師器)

包含層

口 径  177 平らに近い杯底部から上外方へ内湾して仲
びる日縁部に至る。端部は丸い。脚部は欠損。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ヘラミガキ。

淡茶褐色 2 1ull以 下の

長石等の砂
粒を微量合
む。

良好

五 一

同上

包含層

口 径 188 平らに近い杯底部から屈曲呟 上外方へ外
反気味に伸びる口縁部に至る。端部は外傾す
る面をもつ。脚部は欠損。
外面ヨコナデ後ハケナデ (8本 )、 内面上

位ハケナデ (8本)、 下位ナデ。

淡茶橙色 3 Hln以 下の

砂粒を少量

含む。

良好

琵
(土師器)

包含層

口 径  138 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる日縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。体部内面に1本の接合痕を有す
る。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(14本)、 内面指ナデ。

乳灰茶色 0 5 HI以 下
の砂粒を微
量合む。

良好

同上

包含層

口 径 158 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は上
に面をもつ。体都は欠損。
内外面ヨヨナデ。

乳茶褐色 1.5 mm以下

の砂粒 を少

量含 む。

良好

同上

包含層

口 径  158 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は上につまむ。体部は久損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内

面ヘラナデ。

乳仄茶色 4 5 Hm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包合層

口 径  18.0 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部はつまみ
上げ、外傾する凹面をもつ。体部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ。

乳灰橙色 0 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

282 同上

包含層

口 径 282 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は外傾す
る凹面をもつ。体部は欠損。
日縁部外面ヨヨナデ、内面ハケナデ後ヨコ

ナデ、体都外面ハケナデ (13本)、 内面ヘラ
肖けり。

乳灰橙色 2 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

羽釜

(土 師器 )

包含層

国 径 170
鍔部径 228

上内方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
体部外面付近に外上方へ伸びる鍔が巡る。端
部は九い。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

茶褐色 2 mm以下の

雲母・長石
角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

同上

包含層

口 径 246
鍔部径 290

上方へ伸びる体部から上外方へ外反して伸
びる国縁部に至る。端都は九い。体部外面付
近に水平に伸びる鍔が巡る。端部は九い。体
部は欠損。
外面ナデ、内面ヨコナデ。

外 乳茶褐
色～茶
褐色
乳茶褐
色

内

l mm以下の

雲母・長石
等の砂粒を

多量に合む。

良好

杯霊

(須恵器 )

俎含層

口 径  97 平らな天丼部から下外方へ伸びる口縁部に
至る。端部は九い。内面にかえりを有し、か
えり端部は鈍く尖る。つまみは欠損。
外面約1た 回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

暗青灰色 2m以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 102 上面凹状の天丼部から下外方へ伸びる国縁
部に至る。端部は九い。内面にかえりを有し、
かえり端部は丸い。つまみは欠損。
外面1ん 回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

明青灰色 2 mm以下の

砂粒 を微量

含 む。

良好 ロクロ左方
向。

―-174-―



第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎 土 焼  成 備 考

杯蓋

(須恵器)

包含層

日 径 112 丸みをもつ天丼部から外下方へ伸びる日縁
部に至る。端部は九い。内面にかえりを有し、
かえり端部は鈍く尖る。つまみは欠損。
外面1/4回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

青灰色 211n以下の

砂粒 を微量

含む。

良好 ロクロ右方
向。

２８８

　

　

　

五．

同上

包含層

口 径  155 平らな天丼部から外下方へ伸びる口縁部に
至る。端部は九い。内面にかえりを有し、か
えり端都は尖る。つまみは欠損。
外面1/6回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

明青灰色 l mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

２８９
　
　
　
五．

同上

包含層

口 径 10.0
器 高 35

平らな天丼部から外下方へ伸びる口縁部に
至る。端部は九い。稜は痕跡なし。
内外面回転ナデ。

明青灰色 4 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

包含層

口 径 113
器 高 39

九みをもつ天丼部から外下方へ伸びる。稜
は痕跡なし。口縁部は下内方へ内湾して伸び
端部は九い。
天丼部外面糸切り、内面不定方向のナデ、

他は回転ナデ。

青灰色 5 mm以下の

砂壮 を少量

含む。

良好 ロクロ方 向

不明。

291 杯身
(須恵器高)

包含層

日 径 144
器 高 44

平らな底部から屈曲し、上外方へ伸びる日
縁部に至る。端部は九い。
底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

暗青灰色 3 mm以下の

砂粒 を微量

含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

包合層

径
高
径

口
器
底

平らな底部から屈曲し、上外方へ伸びる日
縁部に至る。端部は九い。底部外面には断面
方形の高台が付く。
内外面回転ナデ。

乳灰色 2 nn以下の

砂泣を少量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包合層

口 径 146
器 高 52
底 径 102

外上方へ伸びる底部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部外面
には断面台形の高台が付く。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰青色 4 mr以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ右方
向。
外面に自然
釉付着。

294 同上

包合層

径

高

口

器

8.4

3.4

丸みをもつ底部から上外方へ伸びる口縁部
に至る。端部は九い。
底部外面調整不明瞭、内面不定方向のナデ、

他は回転ナデ。

淡灰茶色 2 mm以下の

砂粒 を少量

含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

包含層

径
高

口
器

99
37

外上方へ伸びる底部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は九い。
底部外面糸きり、内面不定方向のナデ、他

は回転ナデ。

明青灰色 5 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ方向
不明。

２９６

　

五．

同上

包合層

径
高

口
器

九みをもつ底部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる日縁部に至る。端部は九い。
内外面回転ナ島

乳灰色 3m以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

297 同上

包合層

径
高

口
器

97
37

外上方へ伸びる底部から屈曲し、上クト方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
底部外面糸きり、他は回転ナデ。

青灰色 2 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ方向
不明。

同上

包合層

径
高

口
器

九みをもつ底部から屈曲し、上外方へ内湾
気味に伸びる口縁部に至る。端部は九い。
底部外面糸きり、内面不定方向のナデ、他

は回転ナデ。

明青灰色 2 mH以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ方向
不明。

同上

包含層

口 径  93 丸みをもつと思われる底部から屈曲し、上
外方へ伸びる口縁部に至る。端部は九い。底
部は欠損。
底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

暗青仄色 2 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好

鉢
(須恵器)

包含層

国 径 196 上外方へ伸びる体部から口縁部に至る。端
部は外傾する凹面をもつ。底部は欠損∫
内外面回転ナデ。

乳灰青色 l mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

一-175-―



遺物番号

図版番号
器 種

占
ど
局

地

器

土

ｍ
＞

出

ぐｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色    調 土 焼  成 備 考

鉢
(須恵器)

包含層

口 径 274 上外方へ伸びる体部から口縁部に至る。端
部は外方に肥厚 し、外傾する面をもつ。底部
は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 2 Юm以下の

砂粒を少量
合む。

良好 ロクロ左方

向。

同上

包含層

口 径  216 上外方へ伸びる体部から国縁部に至る。端

部は外傾する面をもつ。底部は欠損。
外面回転ナデ、内面不定方向のナデ。

灰青色 l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ右方

向。

同上

包含層

口 径 280 口縁部は上外方へ伸び、端部は外傾する凹
面をもつ。底体部は欠損。

内外面回転ナデ。

乳灰色 3 mm以 下の

砂粒 を少量

含 む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 298 上外方へ伸びる体部から口縁部に至る。端
部は外傾する面をもつ。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰青色 4Hm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 196 上内方へ伸びる体部から上外方へ外反して

伸びる口縁部に至る。端部は外側に凹面をも
つ。体部は欠損。
口縁部外面ハケナデ (5本)、 体都外面タ

タキ (8莉 後ハケナデ、他は回転ナデ。

明青灰色 2m以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

306 同上

包含層

口 径 217 上内方へ伸びる体部から上クト方へ外反して

伸びる日縁部に至る。端部はクト側に凹面をも
つ。体部は欠損。

日縁都外面ハケナデ (7本)、 体部外面タ
タキ (4本)後ハケナデ、他は回転ナデ。

明青仄色 4 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径 250 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は下

方にたれ下がり、外側に凸面をもつ。体部は

欠損。
端部外面・内面回転ナデ、口縁部外面タタ

キ (3利 。

乳灰色 0 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ右方
向。

308 同上

包含層

口 径 252 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

内湾気味に伸びる国縁部に至る。端部は内方
に肥厚し、内傾する面をもつ。体部は欠損。
日縁部外面回転カキロ、体部内面不定方向

のナデ、他は回転ナデ。

外

内
灰黒色
乳灰色

l mm以下の

砂粒を微量

含む。

良好 口縁部内面

灰かぶり。

309 同上

包含層

日 径 201 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は外面に面をもつ。体部は欠損。
口縁部内外面回転ナデ。体部外面タタキ(4

本)後ハケナデ (9本)、 内面円弧タタキ。

乳灰色 2 mm以下の

砂粒 を微量

含む。

良好

鉢
(上師器)

包含層

口 径 228 上外方へ伸びる体部から上方へ内湾して伸
びる国縁部に至る。端部は内傾する凹面をも
つ。底部は欠損。
体部外面ナデ・指頭痕、他はヨコナデ。

乳茶灰色 2 mm以下の

砂粒を微量

含む。

良好

五 一

同上

包含層

口 径 172 上外方へ内湾して伸びる体部から上方へ内

湾して伸びる口縁部に至る。端部は内傾する

面をもつ。底部は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、体部外面ヘラ削り、

内面放射状暗文。

乳茶栓色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量含む。

良好

五 一

同上

包含層

口 径 186
器 高 65

やや丸みをもつ底部から上外方へ内湾して

伸びる日縁部に至る。端部は内傾する面をも

口縁部外面ヨコナデ、底体部外面ヘラ肖」り、
内面放射状暗文。

乳灰茶色 2 mm以下の

砂粒 を微量

含む。

良好 完形。

同上

包含層

口 径 188 外上方へ伸びる底部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は上につまむ。底

部は欠損。
口縁部外面ヨコナデ、底部外面ヘラ削り、

内面放射状暗文。

乳灰茶色 l ntn以 下の

砂粒を少量

合む。

良好
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第2調査区

遺物番号

図版番号
器   種 阻

ｍ
地点

器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

３‐４
　
　
　
五．

鉢
(上師器)

包含層

口 径 154
器 高 53

九みをもつ底部から上外方へ外反して伸び
る口縁部に至る。端部はつまみ上げる。
口縁部外面ヨヨナデ、底体部外面ヘラ削り、

内面放射状暗文。

乳茶橙色 2 mm以 下 の

砂粒 を微 量

合 む。

良好

同上

包合層

口 径 180 上外方へ内湾して伸びる体部から上外方へ

外反して伸びる口縁部に至る。端部はつまみ
上げる。底部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

外 淡赤褐
色

内 乳茶赤
色

3 mm以下の

赤褐色酸化
粒等の砂粒
を微量合む。

良好

同上

包含層

口 径 144
器 高 48

九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
口縁部外面ヨヨナデ、底体部外面ヘラミガ

キ、内面放射状暗文。

淡赤褐色 05m■l以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包含層

口 径 120 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内傾する凹面をもつ。底部は欠
損。
外面ナデ、内面放射状暗文。

淡茶橙色 0 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好 底部外面に

黒班有。

同上

包含層

径
高

口
器

九い底部から上外方へ内湾して伸びる日縁
部に至る。端部は内傾する面をもつ。
内外面ナデ。

色

褐

褐

茶

赤

乳

色

外

内
0 5 mH以 下
の雲母等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包含層

口 径 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内傾する凹面をもつ。底部は欠
損。
外面ヨコナデ、内面放射状暗文。

乳灰茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量含む。

良好

同上

包含層

口 径 149 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内傾する面をもつ。底部は欠損。
外面ヨコナデ、内面放射状暗文。

明赤褐色 2 mm以下の

砂粒を微量
含む。

良好

同上

包含層

口 径  158 斜上方へ伸びる底部から上外方へ伸びるロ
縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。

日縁部タト面ヨコナデ、底体部外面ナデ、内
面放射状暗文

乳灰茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量含む。

良好

同上

包含層

口 径 124 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

淡茶褐色 0 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

３２３
　
　
　
五．

同上

包含層

口 径  108
器 高  30

平らな底部から上外方へ内湾して伸びる日
縁部に至る。端部は九い。

口縁部外面ヨコナデ、底体部外面ナデ、内
面剖離の為調整不明瞭。

明赤掲色 0 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

３２４

　

　

　

五．

同上

包含層

口 径 106
器 高 32

九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底体部外面ナデ。

茶赤褐色 0 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包合層

径
高

口
器

平らな底部から上外方へ内湾して伸びる日
縁部に至る。端部は九い。

口縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面ナデ。

淡茶橙色 l mm以下の

赤掲色酸化
粒・長石等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包合層

口 径  120
器 高  33

九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る日縁部に至る。端部は内湾する面をもつ。
口縁部内外面ヨヨナデ、底体部内外面ナデ。

淡茶赤色 0 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

α含層

口 径 140
器 高 23

平らな底部から上外方へ伸びる口縁部に至
る。端部は外傾する面をもつ。
国縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡灰褐色 0 5 mm以 下

の長石・雲

母等 の砂粒

を少量含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

五 一

鉢

(土 師器 )

包含層

口 径 210
器 高 36

平らな底都から上外方へ内湾して伸びる口

縁部に至る。端部は九い。
日縁部外面ヨヨナデ、底体部外面ナデ・指

頭痕、内面放射状暗文。

外 淡赤橙
色
赤橙色内

0.5 1nm以 下
の長石等の

砂粒を少量

合む。

良好

同上

包含層

口 径 220 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は九い。底部は欠損。
外面調整不明瞭、内面放射状暗文。

淡赤褐色 0 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包含層

口 径 220 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は九い。底部は欠損。
日縁部外面ヨヨナデ、体部外面ナデ、内面

放射状晴文。

淡赤橙色 l mm以下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量含む。

良好

JIR

(土 師器 )

往含層

日 径 150
器 高 31

平らな底部から上外方へ内湾気味に伸びる

日縁部に至る。端郡は九い。
口縁部外面ヨコナデ、体郡外面ナデ、内面

放射状暗文、見込みは螺旋状暗文。

淡赤橙色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

同上

包含層

口 径 240 平らな底部から上外方へ内湾気味に伸びる

国縁部に至る。端部は九い。
内外面ナデ。

赤橙色 l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

包合層

口 径 230 口縁部は上外方へ内湾気味に伸び、端都は

内方に月日享し、九い。底部は欠損。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

乳灰橙色 0 5 mm以 下

の砂粒 を少

量含 む。

良好

台付皿

(土 師器 )

包含層

底 径 116 底部は平らである。脚部は下外方へ伸びた

後外下方へ短く伸びる裾部に至る。端部は九
い。体部は欠損。
底部内面摩耗の為調整不明瞭、底面ナデ、

他はヨコナデ。

乳茶橙色 2 5 mn以 下
の砂粒を微
量含む。

良好

鉢

(土 師器 )

包含層

口 径 144 上外方へ伸びる体部から口縁部に至る。端

部は九い。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ・指

頭痕、内面ナデ。

乳灰褐色 2 mm以下の

砂粒を微量

含む。

良好

336

五一

小m
(土師器)

包含層

径

高

口

器

平らな底部から屈曲し、上外方へ伸びる国

縁部に至る。端部は九い。
内外面ナデ。

乳茶褐色 3 mm以下の

長石・チヤ
ート等の砂
粒を少量含
む。

良好

337

五一

同上

包含層

径

高

口

器
平らな底部から屈曲し、上外方へ伸びる日

縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

外 淡灰茶
色
乳灰茶
色

内

341n以下の

雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好

五 一

同上

包含層

口 径 80
器 高 14

丸みをもつ底部から屈曲し、上外方ヘイ申び

る口縁部に至る。端部は九い。
内外面ナデ。

茶灰褐色 1 5 mm以 下
の長石・雲
母・石英・

赤褐色酸化
粒等の砂粒
を少量含む。

良好

339 同上

包含層

径

高

口

器

8_6

13
平らに近い底部から屈曲し、斜上方ヘイ申び

る国縁部に至る。端部は九い。
日縁部内タト面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 0 5 mm以 下
の長石・雲
母等の砂粒
を少量含む。

良好

同上

包含曙

径

高

口

器

92
1 2

平らな底部から屈曲し、斜上方へ伸びる国

縁部に至る。端きμま九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

淡赤褐色 0 5 mm以 下
の長石・雲

母・赤褐色
酸化粒等の

砂粒を少量

含む。

良好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

点

高

地

器

土

ｍ，

出

ｔｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

小皿

(土 師器 )

包含層

口 径 88
器 高  16

平らな底部から上外方へ伸びる国縁部に至
る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡赤茶色 0 5 mm以 下
の長石・雲
母・赤褐色
酸化粒等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包合層

口 径  98
器 高  15

平らな底部から上外方へ内湾して伸びる日
縁部に至る。端部は九い。

日縁部内タト面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

淡茶灰色 0 5 mm以 下
の長石・雲
母等の砂粒
を陸 む。

良好

３４３

　

　

　

五．

同上

包合層

口 径 92
器 高 14

平らな底部から上外方へ内湾して伸びる国
縁部に至る。端部は九い。

日縁部内面ヨコナデ、他はナデ。

乳灰茶
色
淡灰茶
色

内

5 mm以下の

雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好 完形。

３４４　　　正

同上

包合層

口 径  86
器 高  14

やや外下方へ伸びる底部から上外方へ内湾
して伸びる口縁部に至る。端部は上につまむ。
内外面ナデ。

茶灰褐色 3 mm以 下の

長石・雲母

等の砂粒 を

少量含 む。

良 好

同上

包含層

径
高

口
器

9 0

14
やや外下方へ伸びる底部から上外方へ内湾

して伸びる国縁部に至る。端部は九い。
内外面ナデ。

灰茶褐色 3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良

同上

包含層

径
高

口
器

外下方へ伸びる底部から上外方へ内湾して
伸びる口縁部に至る。瑞部は丸い。

口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡茶灰色 0 5 mm以 下
の石英・雲
母等の砂粒
を少量含む。

良 好

中皿

(土 師器 )

包含層

日 径 124 上外方へ内湾して伸びる体部から日縁部に
至る。端部は丸い。底部は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

淡灰褐色 0 5 mm以 下
の赤褐色醸
化粒等の砂
粒を少量含
む。

良好

348 同上

包含層

口 径 140 上外方へ伸びる体部から口縁部に至る。端
部は九い。底部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

0 5 mm以 下
の赤褐色酸
化粒 。長石
・雲母等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

包含層

日 径 130 上外方へ伸びる体部から上外方へ内湾して
伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部は欠
損。
体部外面ナデ、他はヨコナデ。

淡灰茶色 0 5 mm以 下
の赤褐色酸
化粒等の砂
粒を少量含
む。

良好

甕
(土師器)

包含層

口 径  350 上外方へ伸びる体部から上外方へ短く外反
して伸びる口縁部に至る。端部は外方に肥厚
する。体部は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ
(2本)、 内面ハケナデ (7本)。

乳灰橙色 2 5 mm以 下

の砂粒 を少

量含 む。

良 好

羽釜

(土師器)

包含層

口 径 25,0
鍔部径  340

上外方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

短く伸びる日縁部に至る。端部は丸い。体部
外面には水平に伸びる鍔が巡る。端部は円い。
体都中位以下は久損。
内外面ナデ。

外 淡茶褐
色

内 乳茶橙
色

2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

小皿

(瓦器 )

包含層

径
高

口
器

88
22

九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
内外面ナデ後ヘラミガキ、見込みは斜格子

状暗文。

灰青色 精良。 良好

同上

包含層

径

高

口

器

88
21

平らに近い底部から上外方へ外反して伸び
る口縁部に至る。端部は丸い。
内外面ナデ後ヘラミガキ、見込みは斜格子

状暗文。

青灰色 精良。 良 好
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遺物番号

図版番号
器   種

占
ど
島

地

器

上

ｍ，

出

くｃ
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色   調 土 焼  成 備   考

五 二

小皿

(瓦器 )

包含層

径
高

口
器

九みをもつ底部から上外方へ内湾気味に伸
びる口縁部に至る。端部は内方へ肥厚し、九

日縁部外面ヨコナデ、底部タト面ナデ、内面

ナデ、見込みは斜格子状暗文。

灰褐色 5 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 完形。

３５５

　

　

　

一

同上

包含層

径

高

口

器
平らに近い底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。
国縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

淡青灰色 精良。 良好

３５６　　　エ

同上

包含層

径
高

口
器

84
22

九みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。
日縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、

´
内面

ナデ後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

灰青色 精良。 良好

357 同上

包合層

口 径  84 九みをもつ底部から屈曲し、上外方へ伸び

る国縁部に至る。端部は九い。
日縁部タト面ヨヨナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

淡灰色 7 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包含層

径

高

口

器

96
20

平らな底部から上外方へ内湾気味に伸びる

日縁部に至る。端部は丸い。
日縁部外面ヨコナデ、底部クト面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

青灰色 精良。 良好

同上

包含層

径
高

口
器

76
19

丸みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る国縁部に至る。端部は九い。
日縁部外面ヨヨナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

淡灰色 3 mn以下の

砂粒を少量

含む。

良好

360 同上

包含層

径
高

口
器

80
23

平らな底部から上外方へ内湾して伸びるロ

縁部に至る。端都は内外方に肥厚し、九い。
口縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

灰褐色～乳
灰色

精良。 良好

３６‐　　　エ

同上

包含曙

口 径 85
器 高  19

九みをもつ底部から屈曲し、上外方へ伸び

る口縁部に至る。端都は九い。
日縁都外面ヨヨナデ、底部外面指押さえ・

ナデ、内面ナデ後ヘラミガキ。

灰青色 精良。 良好

杭醐　陣

日 径 154
器 高 60
底 径 62

半球形の底体部から上外方へ内湾気味に伸
びる口縁部に至る。端部は九い。底都外面に
は断面逆三角形の高台が付く。
内外面ナデ後ヘラミガキ。

暗灰褐色 精良。 良好

同上

包含層

国 径 146 上外方へ内湾して伸びる体部から国縁部に

至る。端部は九い。底部は欠損。
口縁部タト面ヨコナデ後ヘラミガキ、体部外

面指押さえ後ナデ、内面ナデ後ヘラミガキ、
見込みは斜格子状暗文。

灰褐色 精良。 良好

同上

包含層

国 径 170 外上方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

内湾して伸びる国縁部に至る。端部は九い。

底部は欠損。
外面指押さえ後ヘラミガキ、内面ナデ後ヘ

ラミガキ、見込みは格子状暗文。

灰黒色～乳
灰色

精良。 良好

365 同上

包含層

口 径 144 斜上方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

内湾して伸びる国縁部に至る。端部は九い。

底部は欠損。
内外面ナデ後ヘラミガキ、見込みは斜格子

状晴文。

灰黒色 精良。 良好

同上

包含層

口 径 150 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は九い。底部は欠損。
外面指押さえ後ヘラミガキ、内面ナデ後ヘ

ラミガキ、見込みは斜格子状暗文。

乳灰色 l nm以下の

砂粒を微量

含む。

良 好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器
皿
⑪

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 胎 土 焼  成 備 考

367 椀
(瓦約

包含層

口 径  162 外上方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

内湾して伸びる国縁部に至る。端部は九い。
底部は欠損。

内外面ナデ後ヘラミガキ。

暗灰色 精良。 良好

同上

包含層

口 径 158 斜上方へ内湾して伸びる体部から上外方へ

内湾して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
底部は欠損。

内面ナデ後ヘラミガキ。

灰黒色 精良。 良好

３６９

　

　

　

一

緑磁器

包含層

口 径 124
器 高 25
底 径  3.6

外上方へ伸びる体部から上外方へ伸びる口
縁部に至る。端部は外傾する面をもつ。底部
は突出した窪み底。
内外面ナデ。

緑灰色～茶
灰色

精良。 良好 外面に鉄THI

付着。
内面に釉付
着。

３７０　　　」

白磁器

包合層

底 径  70 体部は上外方へ内湾して伸びる。底郡は突
出した窪み底。国縁部は久損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 精良。 良好 内外面に釉
付着。
ロクロ方向
不明。

平瓦

包含層

厚 さ 2.0 四面布目、凸面縄目。 凹面 淡茶
灰色
淡茶
褐色
淡茶
掲色

凸面

断面

l mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好
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第 3調査区

遺物番号

図版番号
器 種

占
生
局

地

器

土

ｍヶ

出

ぐｃ
形 態 。 調 整 等 の 持 徴 色 調 土 焼  成 備 考

1

五 二

小型丸底五

(上 師器 )

包含層

径

高

径大

口

器

最

偏平な球形の体部から屈曲し、上外方へ内

湾気味に伸びる口縁部に至る。端部は丸い。

底部は丸底。
日縁部内タト面ヨコナデ、体部外面ナデ後ハ

ケナデ (7本 )、 内面ヘラ削り。

外 淡茶褐

色一黒

茶色

淡茶褐

色

内

2 mm以下の

長石・石英
雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好 完形。

2 杯蓋

(須 恵器 )

包含層

回 径 128
稜 径 121

天丼部から下外方へ伸びる稜に至る。稜は

鋭い。口縁部は下外方へ伸び、端部は下に凹

面をもつ。天丼部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ右方
向。

3 同上

包合層

口 径 126
器 高 40
稜 径 124

低く平らに近い天丼部から外下方べ伸びる

稜に至る。稜は鈍い。日縁部は下外方へ伸び

端部は内傾して凹面をもつ。
天丼部外面2ん 回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

仄褐色 3 mm以下の

砂壮を微量

含む。

良好 ロクロ右方
向。

4

五 二

同上

包含層

口 径 140
稜 径 130

平らと思われる天丼部から下外方へ内湾し

て伸びる稜に至る。稜は鋭い。口縁部は下外

方へ伸び、端部は下に凹面をもつ。天丼部は

欠損。
天丼部外面摩耗の為調整不明瞭、他は回転

ナデ。

乳灰青色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量合む。

良好 ロクロ右方

向。

5

五 二

杯身
(須恵器)

包含層

口 径 102
器 高 49
受郡径 124
立ち上がり高

20

深く九みをもつ底体部から上外方へ内湾し

て伸びる受部に至る。受部は外上方へ伸び、

九い。立ち上がりは内傾し、内傾して凹面を
もつ。
底体部外面2//3回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

外

内
淡灰色
乳灰色

3 nm以下の

砂粒 を少量

含 む。

良好
方右

０

ロ

形

ク

ｏ

を
万

口

向

五 ニ

鉢

包含層

口 径 116
器 高 53
受部径 140
立ち上がり高

20

深く平らな底体部から上外方へ伸びる受部
に至る。受都は上外方へ伸び、九い。立ち上

がりは内傾し、端部は内傾する凹面をもつ。

端部内面に凸線が巡る。
底体部外面1カ 回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

青灰色 3 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 完形。
ロクロ左方
向。
外面3/5に
灰かぶり。
立ち上がり

内面にヘラ

記号有。

7 同上

包含層

日 径 138
受部径 138
立ち上がり高

13

体部は上外方へ伸びる受部に至る。受都は

水平に伸び、九い。立ち上がりは内傾し、端

部は丸い。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ左方
向。

8

五 ニ

同上

包含層

日 径 112
器 高 43
貴部径 142
立ち上がり高

1 0

深く平らな底体部から上外方へ伸びる受部
に至る。受部はタト上方へ伸び、九い。立ち上

がりは内傾し、端部は九い。

底体部外面1/3回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

外 暗灰掲
色
乳仄青
色

内

2 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 完形。
ロクロ左方

向。
底体部外面
に自然釉付

着。

9 同上

包含層

口 径 120
貴部径 144
立ち上がり高

09

体部は上外方へ内湾して伸びる受部に至る。

受部は外上方へ伸び、九い。立ち上がりは内

傾し、端部は九い。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

三日
　

色

灰

　

灰

淡

色

乳内

l mm以下の

砂粒を微量

含む。

良好 ロクロ左方
向。

高杯

(須恵器)

包含層

底 径 194 杯部は欠損。裾部は下外方へ伸び、端部は

外下方へつまみ出し、外傾する凹面をもつ。

脚部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 精良。 良好 ロクロ右方
向。

11 皿

(土 師器 )

包含層

口 径 平らと思われる底郡から上外方へ外反して

伸びる国縁部に至る。端部は内方に肥厚し、
つまみ上げる。底部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部外面ナデ・指

頭痕、内面ナデ。

乳灰橙
色
暗黒灰
色

1/NI

3 5 nm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好
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第 4調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cr) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

1 杯蓋

(須恵器)

SK4

口 径  98 九味をもつ天丼部から下外方へ内湾して伸
び、稜に至る。稜は鈍く尖る。国縁部は下方
へ内湾気味に伸び、端部は内傾する面をもつ

天丼部の一部は久損。
天丼部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

灰青色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

2 霙

(土師器 )

S Kll

口 径 112 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる口縁部に至る。端部は内方へ

肥厚する。体部は欠損。
口縁部外面ヨヨナデ、内面ヨヨナデ後ハケ

ナデ、体部外面ハケナデ (6本)後ナデ、内

面指ナデ。

乳茶褐色 l mm以下の

石英等の砂
粒を少量含
む。

良好

3

五 三

同上

SKH

口 径 120
最大径 144

最大径を中位よりやや上にもつ球形の体部
から屈曲し、上外方へ内湾気味に伸びる国縁
部に至る。端部は九い。底部は欠損。

口縁部外面ヨヨナデ、内面ヨコナデ後ハケ

ナデ、体部外面ハケナデ (5本)、 内面指ナ
デ。

外 乳茶褐
色一茶
髄
乳茶褐
色

肉

1 5 mm以 下
の長石・雲
母・石英・

赤掲色酸化
粒等の砂粒
を少量含む

良好 体部内外面
下位に煤付
着。

4 同 上

S Kll

口 径  110 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は九い。体都中位以下は欠損。頸部内面に 1

本の接合痕を有する。
口縁部外面ヨコナデ 内面ヨコナデ後ハケ

ナデ (5本 )、 体部外面ハケナデ (10本)、

内面指ナデ。

淡茶褐色 2 nr以下 の

長石・石英

等 の砂粒 を

少量含む。

良好

五 三

同上

S Kll

口 径 旭 4 上内方へ内湾して伸びる体部かろ屈曲し、
上外方へ伸びる口縁都に至る。端部は九い。
体部下位は欠損。

口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ナデ、内
面ヘラ削り。

茶褐色 l mn以下の

雲母・角閃
石等の砂粒
少量合む。

良好

6

五三

同上

SKH

径

高

径大

口

器

最

126
15 5

152

球形に近い体部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる口縁部に至る。端部は外につまみ

鈍く尖る。底部は九底。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(10本 )、 内面上位ハケナデ (10本)後指ナ
デ、中位以下ヘラ削り。

乳茶色 2 mn以下の

長石・赤掲
色酸化粒・

石英等の砂
粒を少量含
む。

良好 完形。
体部外面中

位以下・内

面下位に煤

付着。

7 同上

SKH

口 径 152 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる国縁部に至る。端部は外に面
をもち、沈線が巡る。体部は欠損。体部内面
に1本の接合痕を有する。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(10本 )、 内面ヘラ削り。

外 乳茶色
内 茶褐色

2m4以下の

長石・石英

等の砂粒を

多量に合む

良好

8 同上

S Kll

口 径  150 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる口縁部に至る。端部は外傾す
る面をもつ。体部中位以下は欠損。頸部内面
に 1本の接合痕を有する。
国縁部外面ヨコナデ・指頭痕、内面ヨコナ

デ、体部外面ハケナデ (7本)、 内面ヘラ削
り。

乳茶褐色 l mm以下の

赤褐色酸化

粒・石英・

長石 。雲母

等の砂粒を

多量に含む

良好

9 同上

SKH

口 径 17.4 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

伸びる口縁部に至る。端部は上に面をもつ。
体部は欠損。

国縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

後ナデ、内面ナデ。

茶橙色～茶
掲色

1 5 mn以 下
の石英等の

砂粒を多量
に含む。

史好

同上

S Kll

国 径 188 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる国縁部に至る。端部は外傾す
る面をもつ。体部中位以下は欠損。
口縁部外面ヨコナデ・指押さえ、内面ヨコ

ナデ、体部外面ハケナデ (5本)、 内面ヘラ

肖Uり 。

淡茶橙色 3 mm以下の

長石 石英
雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好
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第4調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cn) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

五 三

甕
(土師約

S Kll

口 径 184 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる日縁部に至る。端部は肥厚し、
内側に面をもつ。体部中位以下は久損。
口縁部・頭部内外面ヨコナデ、体部外面ハ

ケナデ (6本)、 内面ナデ。

淡茶褐色～

茶橙色
2 mm以下の

角閃石・雲
母・長石・

石英等の砂
粒を多量に
含む。

良好

12

五三

同上

S Kll

口 径 180 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は九い。体部中位以下は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ後ハ

ケナデ (3本)、 内面ヘラ削り。

外

内
茶橙色
乳茶褐
色一茶
褐色

14m以下の

雲母 石英
長石等の砂
粒を多量に
含む。

良好

観
(上師器)

S Kll

口縁部・底部は欠損。体部は上外方へ内湾
気味に伸びる筒形。把手は舌状形を呈する。
外面ハケナデ (8本)、 内面ナデ後ハケナ

デ (14本 )、 把手外面ナデ。

乳茶褐色～

茶褐色～暗
灰褐色

2 5 mIF以下
の長石・角
閃石 雲母
赤褐色酸化
粒等の砂粒
を多量に合
む。

良好

裂塩土器

S Kll

口 径 口縁部は上方べ内湾して伸び、端部は九い。
体部は欠損。

内外面ヨヨナデ。

外 赤茶色
内 乳茶色
断 黒灰色

4 5 nm以 下
の石英等の

砂粒を少量
含む。

やや良

五 三

同上

S Kll

口 径 38 口縁部は上方へ伸び、端部は九い。体部は
欠損。
内外面ナデ。

乳褐色 2 mlI以 下の

長石 雲母
チヤート等
の砂粒を少
量含む。

やや良

同上

S Kll

口 径  45 回縁部は上方へ伸び、端部は九い。体部は
欠損。
外面タタキ後ナデ、内面ナデ。

乳茶灰色 4 mm以下の

長石等の砂
壮を少量含
む。

やや良

17 同上

S Kll

口 径  29 口縁部は上方へ伸び、端部は九い。体部は
欠損。
内外面ナデ。

乳茶色 4 nttl以 下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

やや良

同上

S Kll

口 径 53 上方へ伸びる体部から口縁部に至る。端部
は九い。体部下位は欠損。
内クト面ナデ。

▼1灰色～乳
茶色

1 5 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

やや良

五 三

同上

S Kll

口 径  47 上外方へ伸びる体部から上方へ伸びる日縁
部に至る。端部は九い。体部は欠損。
内外面ナデ。

外 暗仄色
内 灰色

2 mll以 下の

長石・石英
等の砂粒を

多量に含む

やや良

同上

S Kll

口 径 41 上方へ内湾して伸びる体部から口縁部に至
る。端部は丸い。底部は欠損。
内外面ナデ。

乳茶色 2 mm以下の
長石・石英
等の砂粒を
多量に含む

やや良

同上

S Kll

口 径 36 上方へ内湾して伸びる体部から口縁部に至
る。端部は鈍く尖る。底部は欠損。
外面タタキ後ナデ、内面ナデ。

外

　

　

内

断

淡掲色
～淡灰
色
乳茶色
黒灰色

4 Hm以下の

長石 石英
チヤート等
の砂粒を多
量に含む。

やや良 体部外面に
黒班有。

22

五三

同上

S Kll

口 径  49 上方へ内湾して伸びる体部から上方へ伸び
る日縁部に至る。端部は九い。底部は欠損。
内外面ナデ。

外 乳茶灰
色

内 乳灰茶
色

2 mm以下の
長石等の砂
粒を多量に
含む。

やや良
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遺物番号

図版番号
器   種

占
ど
局

地

器雌
ｍ

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

五 三

発
(須恵器)

S Kll

口 径 188 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ大きく外反して伸びる日縁部に至る

端郡は外へつまみ、外に面をもつ。体部中位

以下は欠損。
日縁部内外面回転ナデ、体部外面調整不明、

内面不定方向のナデ。

灰青色 l mm以下の

砂粒 を少量

含 む。

良好 口縁部内外
面・体部外
面に自然釉

付着。
ロクロ方向
不明。

杯蓋

(須恵器)

SKH

目 径 122
稜 径 118

天丼部は欠損。天丼部は外下方へ内湾して

伸び、稜に至る稜は鈍く尖る。日縁部は下方
へ外反して伸びる。端部は面をもつ。
天丼部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

暗灰青色 1 5 mm以 下
の砂粒を含
む。

良好 ロクロ左方
向。

５

　

　

　

一二

２

　

　

　

五

同上

S Kll

日 径 133
器 高  37
稜 径  118

やや低い天丼部から稜に至る。稜は鈍く尖
る。日縁部は下外方へ伸び、端部は面をもつ。
天丼都タト面約二ん 回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

淡灰青色 1 5 mn以下
の砂壮を少
量含む。

良好 天丼部外面
灰かぶり。
ロクロ左方
向。

杯身
(須恵器)

S Kll

口 径 108
器 高 52
受部径 128
立ち上がり高

20

深く九味をもつ底体部から受部に至る。受

部は水平に伸び、鈍く尖る。立ち上がりは上

内方へ外反して伸び、端部は内傾する面をも

底体部外面約1/2不定方向のヘラ削り、他
は回転ナデ。

暗灰青色 3 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ方向

不明。

27 同上

SK」

国 径 98
受部径 122
立ち上がり高

19

やや深く九い底体部から受部に至る。受部
は外上方へ伸び、鈍く尖る。立ち上がりは上

内方へ伸び、端部は内傾する凹面をもつ、底

部の一部は欠損。
底体部外面約2/8回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

淡灰青色 4 mm以下の

砂粒を少量
含む。

史好 底体部外面

灰かぶり。
ロクロ方向
不明。

五 三

同上

SKH

口 径 110
器 高 50
受部径 132
立ち上がり高

1 5

深く丸味をもつ底体部から受部に至る。受

部は水平に伸び、九い。立ち上がりは上内方
へ伸び、端部は内傾する凹面をもつ。

底体部外面4/7回転ヘラ肖Uり 、他は回転ナ

淡灰青色 4 mm以下の

砂壮を少量

含む。

良好 完形
ロクロ右方
向。

29

五 三

同上

S Kll

口 径 110
器 高 5.5
受部径 132
立ち上がり高

21

深く九味をもつ底体部から受部に至る。受

部は外上方へ伸び、九い。立ち上がりは内上

方へ伸び、端部は内傾する面をもつ。

底体部外面5々 回転ヘラ削り、他は回転ナ
デ 。

乳灰色～淡
灰青色

3 5Hn以下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ右方

向。

奏

(上師器)

S P30

日 径 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

内湾気味に伸びる日縁部に至る。端部は九い

体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ。

内面ヘラナデ。

淡茶灰色 l mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

１

　

　

　

四

３

　

　

　

五

杯

(上師器)

S P31

径
高

口
器

半球形の杯部から屈曲し、斜上方へ短く伸
びる口縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨヨナデ、底体部内外面ナデ。

茶橙色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

高杯

(土師器)

S P50

口 径 116 半球形の杯部から口縁部に至る。端部は九
い。脚部は欠損。
日縁部内外面上位ヨヨナデ、外面下位・杯

体部ハケナデ (7本)、 内面ナデ。

茶橙色 0541m以下
の砂粒を少
量含む。

良好

杯蓋

(須恵器)

SP4

径
径

口
稜

天丼部は欠損。天丼部から下外方へ内湾し
て伸び、稜に至る。稜は鈍く尖る。口縁部は

下方へ伸び、端部は内傾する面をもつ。
天丼部外面約1/3回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

灰青色 1 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好
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第 4調査区

遺物番号
図版番号

器   種
点

高

地

器
雌
ω

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 土 焼  成 備 考

杯身
(須恵器)

S P23

口 径 122
受部径 148
立ち上がり高

19

九味をもつと思われる杯体部から受部に至
る。受部は外上方へ伸び、九い。立ち上がり
は上内方へ伸び、端部は内傾する段をもつ。
底部は欠損。
底体部外面約1カ 回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

暗灰色 0 5 1nm以 下
の砂粒を少
量含む。

史好 ロクロ右方
向。

杯蓋
(須恵器)

SDl

径
高
径

口
器
稜

やや高く九い天丼部から稜に至る。稜は鈍
く尖る。国縁部は下外方へ伸び、端部は九い。
天丼部外面回転ヘラ肖Uり 、内面不定方向の

ナデ、他は回転ナデ。

乳灰色 l mm以下の
長石等の砂
粒を微量に

含む。

良好 ロクロ左方
向。

６

　

　

　

四

３

　

　

　

五

高杯
(須恵器)

SDl

底 径 122 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反して伸び
る。端部は外に肥厚し、九い。脚部に四方孔
の長方形スカンを有する。
内外面回転ナデ。

淡灰色 0.5 mm以下
の砂粒を微
量に含む。

良好 杯部内面に
自然釉付着
ロクロ方向
不明。

(須恵器)

SDl

口 径 口縁部は上方へ伸びた後、端部付近で上外
方へ伸びる。端部は上につまむ。体部は欠損。
口縁部外面上位に1条、下位に2条 1組の稜
が1帯遺存する。その間には8条 1組と3条
1組の波状文 2帯が施されている。
口縁部内タト面回転ナデ。

灰色 精良。 良好 ロクロ右方
向。

38

(上師器)

SD5

口 径 200 日縁部は上外方へ伸び、端部は外傾する凹
面をもつ。口縁部下位・体部は欠損。

口縁部内外面ハケナデ(10本)後 ヨコナデ。

乳茶褐色 l mm以下の

赤褐色酸化
粒・雲母・

石英等の砂
粒を多量に
含む。

良好

五 四

奏
(土師器)

SD5

口 径 102
器 高 159
最大径 142

最大径を上位にもつ球形の体部から屈曲し、
上外方へ伸びる国縁部に至る。端部は内方へ

肥厚する。底部は九底と思われる。
口縁部外面ヨヨナデ後暗文、内面・体部外

面上位ヨコナデ、体部外面中位以下ハケナデ
(8本)、 内面上位指ナデ、下位ヘラ削り。

乳茶橙色 2 mr以下の

長石・雲母
等の砂粒を
少量合む。

良好

40

五 四

同上

SD5

口 径  124
器 高 105
最大径 128

偏平な球形の体部から屈曲し、上外方へ外
反して伸びる日縁部に至る。端部はつまみ上
げ、外傾する凹面をもつ。底部は九底。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(10本 )、 内面ナデ。

外 淡橙赤
色

内 乳茶褐
色

l mm以下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量含む。

良好 完形。

同上

SD5

口 径 204 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は丸い。体部は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(10勺 後ナデ、内面ナデ。

外 乳茶褐
色～茶
色
乳茶褐
色

内

3 mm以下の

長石・赤褐
色酸化泣等
の砂粒を多
量に合む。

良好

同上

SD5

口 径 200 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反して伸びる国縁部に至る。端部はつまみ
上げる。体部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(10本 )、 内面ヘラ削り。

外 乳茶橙
色

内 乳茶褐
色

15剛以下
の石英等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SD5

□ 径 128 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は上に面をもつ。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ナデ・指

頭痕、内面ヘラ削り。

外 淡茶橙
色～乳
茶褐色
乳茶褐
色

内

l mm以下の
雲母 。長石
等の砂粒を
少量含む

良好 体部外面一

部に黒班有

同上

SD5

口 径 154 上内方へ内湾して伸びる体部から緩やかに
屈曲し、上外方へ外反して伸び詮口縁部に至
る。端部は外傾する面をもつ。体部は欠損。
国縁部内外面・体部外面ヨヨナデ、内面ナ

デ 。

外 茶赤褐
色

茶褐色内

l mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を
少量含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

奏
(土師器)

SD5

口 径 210 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ大きく外反して伸びる口縁部に至る

端都は九い。体部は中位以下は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

乳茶褐色～

茶褐色

2 mm以下の

赤褐色酸化
粒・長石等
の砂粒を多
量に含む。

良好

46

五 四

同上

SD5

日 径  190 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる国縁部に至る。端

部は内傾する凹面をもつ。体都は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

暗茶釉色～

淡灰掲色

2 nm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

47 同上

SD5

口 径 134 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

内湾気味に伸びる口縁部に至る。端部は上に
面をもつ。体部は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ナデ、内

面ヘラ削り。

乳茶褐色 lum以下の

石英・赤褐
色酸化粒・

長石等の砂
粒を多量に
含む。

良好

五 四

同上

SD5

日 径  160 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ内湾して伸びる口縁部に至る。端部
は内傾する面をもつ。体部中位以下は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内

面剖離の為調整不明。

外 茶橙色
～淡茶
褐色

内 乳茶褐
色

3 mm以下の

石英・雲母
等の砂粒を

多量に含む

良好

鉢
(土師器)

SD5

口 径 86 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端
部は九い。底部は欠損。体部内面に1本の接
合痕を有する。

国縁部外面ヨコナデ、内面・体部外面ハケ
ナデ (内 7本・外 8勺 、内面ナデ。

乳茶色 0 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

50

五 四

高杯
(土師器)

SD5

径
高
径

口
器
底

平らに近い杯底部から屈曲し、斜上方へ外
反気味に伸びる国縁部に至る。端部は九い。
脚部は下タト方へ内湾気味に伸びる柱状部から

屈曲し、斜下方へ開く裾部に至る。端部は内
方へつまみ上げる。
杯部内外面・脚部外面ナデ、柱状部内面く

りぬき。指頭痕、裾部内面ヨコナデ。

淡茶橙色 2 mm以下の

砂粒を多量
に含む。

良好

51

五 四

同上

SD5

径
高
径

口
器
底

平らに近い杯底部から屈曲し、斜上方へ外
反して伸びる日縁部に至る。端部は九い。脚

部は下外方へ内湾気味に伸びる柱状部から屈
曲し、外下方へ内湾気味に開く据部に至る。
端部は丸い。柱状部内面に1本の接合痕を有
する。
杯部内外面・裾部内面ナデ、柱状部外面ナ

デ・指頭痕、内面くりぬき、裾部外面ヨヨナ
デ。

茶橙色 3 mm以下の

砂粒を多量
に含む。

良好

五 四

同上

SD5

□ 径 166 丸味をもつ杯底部から上外方へ内湾して伸
びた後外上方へ短く伸びる口縁部に至る。端
部は九い。脚部は下外方へ伸びる。裾部は欠
損。脚部外面上位に1本の接合痕を有する。
杯部内タト面・脚部外面ナデ、内面くりぬき。

外 灰褐色

乳灰色内

2 5 1nm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

瓢
(土師器)

SD5

日 径 110 上方へ伸びる体部から上外方へ外反して伸
びる日縁部に至る。端部は若干上につまみ、
外傾する凹面をもつ。体都中位以下は欠損。

国縁部内外面上位ヨヨナデ、内外面ハケナ
デ (内 9本・外 7本)。

乳茶褐色 2 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

SD5

口 径 198 上方へ僅かに外反気味に伸びる体部から口

縁部に至る。端都は九い。体部は欠損。
外面・口縁部内面ヨヨナデ、体部内面ヘラ

肖Uり 。

茶橙色 0 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好
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第4調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼 成 備 考

羽釜

(土師器 )

SD5

口 径  272 上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ外
反して伸びる口縁部に至る。端部は丸い。鍔
部は水平に伸び、九い。体部中位以下は欠損。
外面に2本の接合痕を有する。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面・内面上位
ハケナデ (内 5本・外 6本)、 中位ナデ。

茶褐色 2 mm以下の

雲母等の砂
粒を少量合
む。

良好

56

五四

土錘

SD5

径
厚み

51
32

管状形。
外面ナデ。

茶橙色 0 5 vL4以下
の砂粒を少
量合む。

良好

杯
(土師器)

SD5

径
高

口
器

119
39

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸び
る口縁部に至る。端部は九い。
日縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

制離の為調整不明。

乳仄茶色 l mm以下の

砂粒を微量
に合む。

良好

同上

SD5

国 径 128 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内方へ肥厚し、九い。底部は欠
損。

口縁部内外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内
面摩耗の為調整不明。

乳茶灰色 0 5 mm以 下

の砂粒 を微

量 に含 む。

良好

五 五

Illl

(土師器)

SD5

口 径 150
器 高 38

九味をもつ底部から上外方へ内湾して伸つ
る日縁部に至る。端部は九い。底部一部欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳橙茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量合む。

良好

同上

SD5

口 径 148 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ナデ、内
面放射状暗文。

乳茶灰色 2 aun以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SD5

口 径  148 広く平坦な底部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる国縁部に至る。端部はつまみ上げ
る。底部の一部は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内

面放射状暗文。

外 乳灰茶
色

内 乳茶灰
色

2 mlt以 下の

砂粒を少量
合む。

良好

同上

SD5

口 径 154 外上方へ内湾して伸びる体部から上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は内方ヘ
つまみ上げる。底部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内
面放射状暗文。

外 乳橙茶
色

内 乳灰橙
色

7 mln以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

五 五

同上

SD5

口 径 149
器 高 25

広く平坦な底部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる日縁部に至る。端部はつまみ上げ
る。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部外面ナデ、内

面放射状暗文。

乳橙茶色 2 mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SD5

口 径 174 外上方へ内湾して伸びる体部から上外方へ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は九い。
底部は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ナデ、内
面摩耗の為調整不明。

乳灰茶色 1 5 mm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好

同上

SD5

日 径 198 広く平坦な底部から上外方へ外反して伸び
る口縁部に至る。端部はつまみ上げる。底部
の一部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部外面ナデ、内

面放射状暗文。

乳灰茶色 2 5 mln以下
の砂泣を微
量に合む。

良好

五 五

同上

SD5

径
高

日
器

広く九味をもつ底部から上外方へ外反して
伸びる日縁部に至る。端部は九い。

日縁部内外面ヨヨナデ、底部外面ナデ、内
面放射状暗文。

乳橙茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

67

五五

同上

SD5

口 径 228 外上方へ伸びる底部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は内方へ肥厚する。
底部の一部は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、底部内外面ナデ。

乳橙茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

皿

(土師器 )

SD5

]准≧ 20.0 広く平坦な底部から上外方へ外反して伸び

る日縁部に至る。端部は内方へ肥厚する。底
部の一部は久損。

口縁部外面・端部内面ヨコナデ、底部外面

ナデ、日縁部・底部内面放射状暗文。

外 乳茶灰
色

内 暗灰茶
色

3硼以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

台付大皿

(土師器)

SD5

口 径  286
器 高  28

上外方へ外反して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は内方へつまみ上げる。底部外面
には断面長方形の高台力X寸 く。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内

面放射扶暗文、高台ヨコナデ。

外 乳茶灰
色

内 乳灰茶
色

2 mm以 下の

砂粒 を微量

に含 む。

良好

同上

SD5

口 径 298
器 高 31

外上方へ伸びる底部から上外方へ外反して

伸びる口縁部に至る。端郡は内方へつまみ上

げる。底部外面には断面逆台形の高台が付く。

底部の一部は欠損。
国縁部内外面 底部外面ヨコナデ、底体部

内面放射状暗文。

乳茶灰色 2 1nm以 下の

砂粒を微量
に合む。

良好

71

五 五

杯身
(須恵器)

SD5

径
高

口
器

僅かに窪む底体部から上外方へ内湾して伸
びる日縁部に至る。端部は丸い。

底部外面不定方向のナデ、内面回転ナデ後
不定方向のナデ、他は回転ナデ。

淡灰青色 1 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ右方
向。

同上

SD5

口 径  146
器 高  34

平らに近い底部から屈曲し、上外方へ伸び

る口縁部に至る。端部は九い。底都外面には

断面逆台形の高台が付く。底部の一部は欠損。

体部・底都外面回転ヘラ削り、底部内面不

定方向のナデ、他は回転ナデ。

外 淡灰青

色

内 乳灰色

1 5 mm以 下

の砂粒 を少

量含 む。

良好 ロクロ右方
向。

73

五五

砲

(須恵器)

SD5

最大径  98 口縁部は欠損。偏平な球形の体部から上方
へ伸びる。底部は九底。体部中位よりやや上

に円子し1個が穿かれている。

底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

灰 色 3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 体部外面上

中位・内面
に釉付着。
ロクロ右方
向。

五 五

同上

SD5

最大径 100 口縁部は欠損。最大径を中位よりやや上に

もつ偏平な球形の体部から上方へ伸びる。底

部はやや平坦な面をもつ。体部中位に円孔 1

個が穿かれている。
底体部外面約3/5回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

仄青色 3 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ右方
向。

鉢
(須恵器)

SD5

口 径 200 上方へ内湾して伸びる体部から口縁部に至
る。端部は九い。体部下位以下は欠損。
内外面回転ナデ。

淡灰色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好 ロクロ右方

向。

五 五

同上

SD5

口 径 216
器 高 102

尖り気味の底部から上外方へ内湾気味に伸
び、口縁都付近で大きく内湾して口縁部に至
る。端部は外傾する面をもつ。
外面回転ナデ、内面回転ナデ後不定方向の

ナデ。

淡灰青色 2 mn以下の

砂粒 を微量

に含 む。

良好 完形。
ロクロ左方
向。

77

五五

甕
(須恵器)

SD5

口 径 168 内上方へ伸びる体部から直上する日縁部に

至る。端部は内傾する面をもつ。体部は欠損。
日縁部内外面回転ナデ、体部外面タタキ

(4本)、 内面円弧タタキ。

灰色 4 mm以下の

長石等の砂
壮を少量含
む。

良好 外面・口縁
部に釉付着
ロクロ方向

不明。

78

五五

同上

SD5

口 径 224 内上方へ伸びる体部から上方へ外反して仲
びる口縁部に至る。端部は外に肥厚し、外傾

する面をもつ。体都は欠損。
日縁部内外面 体部外面回転ナデ、内面円

弧タタキ。

灰青色 2 1nm以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 口縁部内面
上位に釉付

着。
ロクロ方向
不明。

79 甕
(土師器)

SD6

口 径 165 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反して伸びる国縁部に至る。端部は九い。

体部は久損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(6本 )。

茶橙色 4 mn以下の

長石・角閃
石・赤褐色

酸化粒等の

砂粒を少量

含む。

良
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第 4調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(伽 ) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

菱
(上師器)

SD6

口 径 182 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる日縁部に至る。端部は外につ
まみ出し、上に凹面をもつ。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ。

外

　

内

赤茶褐
色
乳茶掲
色

2 5 mn以 下
の長石・角
閃石等の砂
泣を少量含
む。

良好

同上

SD6

目 径  174 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。

日縁部外面ハケナデ (9本)後ヨヨナデ、
内面ハケナデ (7本)、 体部外面ハケナデ
(9莉 、内面ナデ。

乳褐色 1 5 nllH以 下
の長石・雲
母等の砂粒
を少量含む

良

82 同上

SD6

口 径 191 上内方へ内湾して伸びる体部から緩やかに
屈曲し、上外方へ外反して伸びる日縁部に至
る。端部は九い。体部は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、内面ハケナデ(5本 )

体部クト面ハケナデ (7本)、 内面ナデ。

乳茶褐色 2 5 mln以下

の角閃石・

長石・雲母

等の砂粒 を

多量 に含 む

良

83

五六

同上

SD6

口 径  110
上点雰ミ貝寝§密絹黎ぴ島繊載定≧冒P第蔀
はつまみ上げ、外に面をもつ。体部は欠損。
口縁部外面ヨコナデ、内面ハケナデ(9本)

体部外面ハケナデ (10本)、 内面上位ナデ、
中位ハケナデ後ヘラ削り。

外 茶橙色
～淡茶

灰色

淡褐色内

1 5 mm以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良

同上

SD6

口 径 179 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

内湾気味に伸びる日縁部に至る。端部は内方
へ若千肥厚し、外傾する面をもつ。体部は欠
損。顕部内面に1本の接合痕を有する。

回縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ
(5本)、 内面ナデ。

外

内
茶褐色
赤茶色
～乳茶
灰色

5 mm以下の

長石・雲母

角閃石等 の

砂粒を多量
に合む。

良好

同上

SD6

口 径  263 上内方へ伸びる体部から上外方へ外反して
伸びる口縁部に至る。端部は内方につまみ上
げる。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(8本)、 内面ナデ。

色
褐

茶
茶

乳
淡
色

外
内

2 mm以下の

長石・赤掲
色酸化粒等
の砂粒を少
量含む。

良好

五 六

同上

SD6

口 径 218
器 高 186

半楕円形の体部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる日縁部に至る。端部は外傾する凹
面をもつ。底部は九底。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ・指
頭痕、内面ナデ。

外 茶橙色
一茶褐
色
乳灰茶
色

内

34n以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良 外面に媒付
着。

杯
(土師器)

SD6

口 径 120 上外方へ伸びた後屈曲して内方へ伸びる体
部から屈曲し、上外方へ短く伸びる口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。
口縁部外面ヨコナデ、他はナデ。

外 茶橙色
内 乳茶橙

色

1.5 mr以下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SD6

口 径 14,2 浅い半球形の杯底部から上方へ内湾して伸
びる日縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
底部の一部は欠損。

内外面ナデ。

外 乳茶褐
色～茶
掲色
乳茶褐
色

内

l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

89 同上

SD6

口 径 146 浅い半球形の杯底部から上外方へ内湾して
伸びる口縁部に至る。端部は外につまみ、内
傾する面をもつ。底部の一部は欠損。
内外面ナデ。

乳茶橙色 3 mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を

少量含む。

良好

90

五六

同上

SD6

口 径 14,7
器 高 39

浅い半球形の杯底部から上外方へ内湾して
伸びる口縁部に至る。端部は九い。

日縁部外面ヨヨナデ、他はナデ。

外 淡茶色
内 乳褐色

1 5 mm以 下
の長石・赤
褐色酸化粒
等の砂粒を
少量含む。

良好 完形。
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

占
生

局

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

皿

(土師器 )

SD6

口 径 162
器 高  29

丸味をもつ杯底部から上外方へ内湾気味に

伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部の一

部は欠損。
口縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

摩滅の為調整不明。

▼1源橙色 l mm以下の

砂粒 を少量

含 む。

良好

同上

SD6

口 径  17.0 広く平らと思われる杯底部から上外方へ内

湾して伸びる日縁部に至る。端部は外方へ肥

厚し、上に面をもつ。底部の一部は欠損。
底部外面ナデ、他はヨコナデ。

外 淡赤褐
色

内 乳茶灰
色

0 5 1nm以下
の長石・雲

母 チヤー

ト・赤褐色

酸化粒等の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

SD6

口 径 188 広く平らと思われる底部から上外方へ内湾
して伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部
の一部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内

面放射状暗文。

乳灰茶色 l Hum以 下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SD6

口 径 148 広く平坦な底部から屈曲し、上外方へ外反

気味に伸びる口縁部に至る。端部は内方へ肥

厚する。底部の一部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内

面放射状暗文。

乳灰橙色 2 mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

95

五六

同上

SD6

口 径  154 平らと思われる底部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は内方ヘ

肥厚する。底部の一部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

外 乳灰茶
色

内 乳茶灰
色

2 mm以下の

砂粒 を少量

含 む。

良好

同上

SD6

口 径 158 外上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は内方ヘ

肥厚する。底部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、底部外面ナデ、内

面放射状暗文。

乳灰茶色 1 5 mm以 下
の砂粒を微
量に含む。

良好

五 六

同上

SD6

口 径 15.6
器 高 26

広く平坦な底部から上外方へ内湾して伸び

た後、日縁端部付近で斜上方へ短く伸びるロ

縁部に至る。端部は内方へ肥厚する。
日縁部外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内面

=J離
の為調整不明。

乳灰茶色 1 5 mn以下
の砂粒を微
量に含む。

良好

同上

SD6

口 径 178 上外方へ内湾して伸びた後、日縁端部付近
で屈曲し、斜上方へ短く伸びる国縁部に至る。
瑞部は内方へ僅かに肥厚する。底部は欠損。
口縁部外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内面

ナデ後放射状暗文。

外 淡茶褐
色
暗茶褐
色

内

2 mll以 下の

長石・チャ
ート等の砂
粒を少量含
む。

良

同上

SD6

国 径 198 平らな杯底部から上外方へ内湾して伸びた

後、国縁端部付近で斜上方へ短く伸びる口縁
部に至る。端部は内方へ肥厚する。底部の一

部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、底部外面ナデ、内

面放射状暗文。

乳灰茶色 1 5 mm以下
の砂粒を微
量に含む。

良好

100

五六

同上

SD6

口 径 196
器 高 37

平らな杯底部から上外方へ内湾気味に伸び
た後屈曲し、斜上方へ伸びる日縁部に至る。
端部は内方へ肥厚する。

口縁部内外面ヨコナデ、底部外面ナデ、内

面放射状暗文。

子L灰茶色 2 mm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

同上

SD6

口 径 19,0 上外方へ内湾して伸びる杯体部から斜上方
へ伸びる国縁部に至る。端部は内方へ肥厚す
る。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内

面放射状暗文。

外

内
乳灰色

乳灰茶

色

5 nun以 下の

砂粒を微量
に合む。

良好
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第4調査区

遺物番号
図版番号

器 種
出 土

(cm)

点

高

地

器
形 ・態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

102

五六

皿

(土師器 )

SD6

口 径 212
器 高 29

平坦な杯底部から上外方へ内湾気味に伸び
た後、日縁端都付近で斜上方へ伸びる口縁部
に至る。端部は内方へ肥厚する。
国縁部外面・端部内面ヨコナデ、底都外面

ナデ、底体部内面放射状暗文。

乳茶橙色 2山以下の

砂粒を少量
含む。

良好 完形。

103 鉢

(上師器 )

SD6

口 径 194 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は内方へ肥厚 し、上に面をもつ。
底部は欠損。
外面ナデ、内面麿iltの為調整不明。

外 淡茶橙
色一乳
茶褐色
乳茶褐
色

内

2 mln以 下の

赤褐色酸化
粒等の砂粒
を少量含む

良好

同上

SD6

口 径  202 上外方へ内湾して伸びる杯体部から口縁部
に至る。端部は内方へ肥厚し、上に面をもつ。
底部は欠損。

日縁部クト面ヨコナデ、体部外面ヘラ削り、
内面剖離の為調整不明。

乳茶褐色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 体部外面下
位に黒班有

五 六

同上

SD6

口 径 212
器 高 76

浅い半球形の杯体部から口縁部に至る。端
部は内方へ肥厚する。

回縁部外面ヨョナデ、他は剰離の為調整不
明。

外 乳茶色
内 乳褐色

2 mm以下の

長石・赤褐
色酸化粒・

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

五 六

同上

SD6

口 径 198
器 高 59

浅い半球形の杯体部から口縁部に至る。端
部は内方へ肥厚する。

日縁部内外面ヨコナデ、底体部外面・底部
内面ナデ、体部内面ヘラミガキ。

乳茶褐色～

暗茶褐色
3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 外面に煤付
着。

107

五六

台付鉢
(土師器)

SD6

口 径  266
器 高  62
底 径 158

浅い半球形の杯体部から屈曲し、外上方へ

短く伸びる日縁部に至る。端部はつまみ上げ
る。底部外面には断面逆台形の高台が付く。
日縁部・体部外面ヨコナデ、他はナデ。

乳灰茶色 2 mm以下の

砂壮を少量
含む。

良好 完形。

鉢
(土師約

SD6

口 径  26.0 上方へ内湾して伸びる体部から口縁部に至
る。端部は内傾する凹面をもつ。底部は欠損。
内クト面ナデ。

外 乳茶褐
色～茶
髄

内 乳茶褐
色

3Hn以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

五 六

高杯
(土師器)

SD6

底 径 122 底部は久損。杯底部は平らで、脚部は下外
方へ大きく外反して伸びる。端部は下方へ肥
厚する。
杯底部外面ハケナデ後ナデ、内面螺旋状暗

文、梅伏部外面ヘラによる面とり、内面くり
ぬき、裾部外面ヨコナデ、内面ハケナデ

(9本)。

淡茶褐色 l mI以下の

長石等の砂
粒を多量に
含む。

史好 杯底部外面
にヘラ記号
有。

同上

SD6

杯部・脚部端部は欠損。脚部は下外方へ伸
びる柱状部から外下方へ伸びる。
杯底部内面ナデ、柱状部外面ヘラによる面

とり、内面くりぬき、裾部外面ヨヨナデ、内
面ハケナデ。

外 乳茶褐
色
淡茶橙
色～乳
茶褐色

内

3 mm以下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量含む。

良好

杯蓋

(須恵翻

SD6

つ まみ径 28 低く九味をもつ天丼部から下外方へ内湾し
て伸びる口縁部に至る。端部は欠損。天丼部
には偏平な宝珠状のつまみが付く。
天丼外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

外 灰青色
内 暗灰色

4 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 外面灰かぶ

り。
ロクロ左方
向。

(須恵器)

SD6

口 径 192 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は上
下に肥厚 し、外に面をもつ。体部は欠損。
国縁部内外面回転ナデ。

灰青色 0 5 nm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 口縁部内面
灰かぶり。
ロクロ方向
不明。

同上

SD6

口 径  230 回縁部は上外方へ外反して伸び、端部は上
下に肥厚し、外に面をもつ。体部は欠損。日
縁部外面上位には1条の稜が巡る。

日縁部内外面回転ナデ。

灰青色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 口縁部外面

灰かぶ り。
ロクロ方向

不明。
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

(須恵器)

SD6

口 径  25.6 口縁部は外上方へ大きく外反して伸び、端
部はつまみ上げ、外側に凹面をもつ。体部は

欠損。
口縁部内外面回転ナデ。

灰褐色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好 日縁部内面
灰かぶり。
ロクロ方向
不明。

同上

SD6

口 径 472 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は内
方へ肥厚 し、外傾する凹面をもつ。体部は欠
損。

国縁部内外面回転ナデ。

灰色 ～暗灰

色

3 mI以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ方向
不明。

小皿

(土師器)

SEl

径

高

口

器

78
12

丸味をもつ浅い底部から僅かに屈曲し、外
上方へ内湾気味に伸びる日縁部に至る。端部
は内方へ肥厚する。
内クト面ナデ。

乳仄色 1 5 Hln以下
の赤褐色酸
化粒等の砂
粒を少量含
む。

良

117 同上

SEl

口 径  96 九味をもつ浅い底部から屈曲し、外上方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は内方ヘ

肥厚する。底部の一部は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 l mm以下の

砂粒を微量
に含む。

史好

同上

SEl

口 径  90 浅い半球形の杯底部から上外方へ外反して

伸びる口縁部に至る。端部は若干内方へ肥厚
する。底部の一部は欠損。

日縁部外面ヨヨナデ、他はナデ。

乳茶褐色 0 5 mm以 下

の砂粒 を少

量含む。

良好

中皿

(上師器 )

SEl

径
高

口
器

丸味をもつ底部から上外方へ伸びた後上外
方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部は九

口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰褐色 l mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

120 同上

SEl

口 径 140 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。

内外面ナデ。

茶灰色 21m以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良

同上

SEl

口 径 13.8 平坦な底部から上外方へ内湾して伸びる日

縁部に至る。端部は九い。底部の一部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

乳仄茶色 2 mm以下の

砂粒を微量
に合む。

良好

122

五六

椀
(瓦器)

SEl

口 径 152
器 高 62
底 径 7.0

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は

九く、内側に沈線が巡る。底部外面には断面
逆台形のがっちりした高台が付く。

内外面密なヘラミガキ、高台外面ヨコナデ。

外 乳灰褐
色

内 乳灰黄
色

0.5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

123 同上

SEl

口 径 138 半球形と思われる杯体部から口縁部に至る

端部は九い。底部は久損。
内外面ヘラミガキ。

灰青色 2 Hm以下の

砂粒を微量
に含む。

良好

124 同上

SEl

口 径 160 半球形と思われる杯体部から□縁部に至る

端部は九い。底部は久損。
内外面ナデ後ヘラミガキ。

灰青色～乳
灰褐色

精良。 良好

125 同上

SEl

口 径 143 上外方へ内湾気味に伸びる杯体部から口縁
部に至る。端部は外方へつまみ、九い。体部
下位は欠損。

内外面ナデ後ヘラミガキ。

乳灰茶色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良

同上

SEl

口 径 136 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九く、内側に沈線が巡る。体部
下位は欠損。
内外面ナデ後ヘラミガキ。

淡仄青色 精良。 良好

127 同上

SE2

国 径 126
器 高 48
底 径 34

半球形の底部から上外方へ内湾気味に伸び
る口縁部に至る。端部は外につまみ、九い。
底部外面には断面逆三角形の小さな高台力Y寸
く。
日縁部外面ヨコナデ、底体部外面ナデ、内

面ヘラミガキ。

外 灰色～

乳灰色

灰色内

精良。 良好
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第 4調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

小皿

(上師器)

SE3

径
高

口
器

86
1 5

若干窪む底部から上外方へ伸びる日縁部に
至る。端部はつまみ上げる。底部の一部は欠
損。

口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

淡茶灰色 0.5 mm以 下
の砂粒を少
量含む。

良好

中皿

(土師器)

SE3

口 径 126 口縁部は上クト方へ内湾気味に伸び、端部は

九い。体部は欠損。        ・

日縁部内外面上位ヨコナデ、下位ナデ。

暗茶灰色 0 5 mjn以 下

の砂粒 を少

量含 む。

良好

小 皿

(瓦器 )

SE3

径
高

口
器

92
2 0

丸味をもつ底部から屈曲し、上外方へ伸び
る日縁部に至る。端都は九い。
口縁部外面ヨコナデ、底部タト面ナデ、内面

ナデ後ヘラミガキ。

灰青色 2 5 mr以 下
の砂粒を微
量合む。

良好

椀
(瓦器)

SE3

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は

外上方へつまみ、九い。底部外面には断面逆
台形の高台が付く。
外面ナデ、内面ヘラミガキ、高台ヨコナデ、

見込みは格子状暗文。

暗灰青色 0 5 mln以 下

の砂粒 を微

量含 む。

良好

五 七

羽釜

(上師器)

SE3

口  径  276 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ短く外反して伸びる口縁部に至る。
端部は九い。鍔部は水平に伸び、九い。底部
は欠損。体部外面上位に1本の接合痕を有す
る。
口縁部内外面・体部外面上位ヨコナデ、中

位以下・体部内面ヘラナデ。

茶橙色 3 5 mm以 下
の砂粒を多
量合む。

良好 体部外面中

位以下に煤
付着。

五 七

同上

SE3

口 径 30.8 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ短く伸びる国縁部に至る。端部は九
い。鍔部は水平に伸び、外側に凹面をもつ。
底部は欠損。

日縁部外面ヨコナデ・ヘラ押さえ、内面 。

体部夕/H上位ヨコナデ、中位以下・体部内面
ヘラナデ。

茶橙色 3nm以下の

砂粒を多量
含む。

良好 体部外面中
位以下に媒
付着。

甕
(土師器)

包合層

口 径  12.9 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる国縁部に至る。端部は上方ヘ

長く拡張する。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内

面ヘラ削り。

茶褐色 2Hm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包含層

口 径  158 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端
部は九い。体部中位以下は欠損。

国縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(6本)、 内面指ナデ。

褐灰色一赤
褐色

3 mm以下の

雲母 長石
石英 。チャ
ート等の砂
粒を多量含
む。

良

同上

包含層

口 径 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は九い。本部中位以下は欠損。
日縁部外面ハケナデ (6本)、 後ヨヨナデ、

内面ヨコナデ、体部外面ハケナデ (6勺 、
内面ヘラ削り。

淡茶赤色 3 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

137 同上

包含層

日 径 138 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる日縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。頚部内面に1本の接合痕を有す
る。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(11勺 、内面指ナデ。

明赤褐色 05m以 下
の長石・赤
褐色酸化粒
等の砂粒を

少量含む。

良

同上

包合層

口 径 186 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は丸い。
体部中位以下は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ハケナ
デ (外 8本・内7本)。

乳灰茶色 2 mm以 下の

砂粒 を少量

含 む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

杯
(土師器)

包含層

口 径  128 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は内傾する面をもつ。底部は欠損。
口縁部外面ヨヨナデ、体部外面ヘラ削り、

端部内面ハケナデ、内面ナデ。

茶仄色 3Hm以下の

雲母・長石
等の砂粒を

少量含む。

良

140

五七

同上

包含層

口 径 130
器 高 44

椀形の底体部から上外方へ内湾して伸びる

日縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。

内外面ナデ。

明茶褐色 l nln以 下の

長石・チヤ
ート等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

包合層

口 径 198 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に

至る。端部は内傾する面をもつ。底部は欠損。
体部外面ナデ、内面はヨコナデ。

明茶褐色 31m以下の

雲母 長石
赤褐色酸化
粒等の砂粒
少量含む。

良

高杯
(土師器)

包合層

口 径  140 平らな杯底部から上外方へ内湾して伸びる

日縁部に至る。端部は丸い。脚部は欠損。

外面ナデ後ハケナデ (■利 、内面ナデ。

明茶褐色 l mm以下の

長石 雲母

赤掲色酸化
粒等の砂粒
を少量含む

良

143 同上

包合層

底 径 96 脚部は下外方へ伸びる柱状部から屈曲し、

外下方へ伸びる裾部に至る。端部は外傾する

面をもつ。杯部は欠損。柱状都下位に三方孔
を有する。
柱状都外面ヘラによる面とり、内面くりぬ

き、裾部内外面ナデ。

乳灰橙色 0 5 mm以 下
の砂粒を少
量合む。

良好

同上

包含層

国 径 262 杯部は上外方へ伸びた後屈曲し、外上方へ

短く伸びる日縁部に至る。端部はつまみ上げ
る。杯底部・脚部は欠損。
内外面ハケナデ (外 13本・内10本)後放射

状暗文。

明赤褐色 2 mm以下の

長石 雲母
チャート等
の砂粒を少
量含む。

良好

145 甑

(土師器)

包含層

口 径 210 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は外傾する面をも
つ。体部は欠損。体部内面に1本の接合反を

有する。
内外面ハケナデ (内 外 8本)。

明茶掲色 3m以下の

長石 雲母・

赤褐色酸化
粒等の砂粒
を少量含む

良

杯蓋

(須恵器)

包含層

口 径 108
稜 径 104

九いと思われる天丼部から下外方へ伸びる

稜に至る。稜は飩い。口縁部は下外方へ伸び、

端部は下に面をもつ。天丼部は欠損。
天丼部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

乳灰色 3 1un以 下の

砂粒 を少量

含む。

良好

147

五 七

同上

包合層

径
高
径

口
器
稜

やや高く九みをもつ天丼部から下外方へ内

湾気味に伸びる稜に至る。稜は鈍い、口縁都
は下外方へ伸び、端部は下に面をもつ。
天丼部外面4ん 回転ヘラ肖Uり 、天丼部内面

2ん 不定方向のナデ、他は回転ナデ。

青灰色 2 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ左方
向。

148

五七

同上

包含唇

径

高

径

口

器

稜

ゃや高く九みをもつ天丼部から下外方へ伸
びる稜に至る。稜は鈍い。日縁部は下外方へ

内湾して伸び、端秒は内傾する面もつ。
天丼部外面2ん 回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

外 乳灰色

内 灰色

3m以下の

粒を少量

合む。

良好 ロクロ右方

向。

149

五七

同上

包合層

径
高
径

口
器
稜

やや高く九みをもつ天丼部から下外方へ仲
びる稜に至る。稜は鈍い。日縁部は下外方ヘ

内湾気味に伸び、端部は内傾する凹面をもつ

天丼都外面3/5回転ヘラ削り、天丼部内面
3ん 不定方向のナデ、他は回転ナデ。

外

内
乳灰色
灰色

71n以下の

砂粒を少量

含む。

良好 ロクロ左方

向。

同上

包含層

口 径 186
稜 径 134

天丼部は下外方へ伸びる稜に至る。稜は鋭
い。日縁部は下外方へ伸び、端部は内傾する

凹面をもつ。天丼部は欠損
内外面回転ナデ。

青灰色 4 mm以下の

石英等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ左方
向。
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第4調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

杯蓋

(須恵器)

包含層

口 径  188
器  高  36

平らな天丼部から下外方へ伸びる。稜は痕
跡なし。口縁部は下外方へ伸び、端部は九い。
外面1/7回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

乳灰青色 3 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ右方
向。
天丼都外面
にヘラ記号
有。

杯身

(須恵器)

包合層

口 径 110
受部径 13.4
立ち上がり高

11

体部は上外方へ伸びる受部に至る。受部は

外上方へ伸び、九い。立ち上がりは内傾し、
端都は内傾する凹面をもつ。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 0 5 mm以 下
の砂粒を微
量合む。

良好 ロクロ方向
不明。

同上

包合層

口 径 10.2
受部径 130
立ち上がり高

14

体部は上外方へ伸びる受部に至る。受部は

外上方へ伸び、丸い。立ち上がりは内傾し、
端部は内傾する凹面をもつ。底部は欠損。
底体部外面1/3回転ヘラ削り、他は回転ナ

暗灰色 2 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

包合層

口 径  120
受部径  144
立 ち上が り高

11

体部は上外方へ伸びる受部に至る。受部は

外上方へ伸び、九い。立ち上がりは内傾し、
端部は丸い。底部は欠損。

内外面回転ナデ。

青灰色 0 5 mm以下
の砂粒を少
量含む。

良好 ロクロ方向

不明。

同上

包含層

口 径 108
器 高 5.2
受部径 130
立ち上がり高

16

深く丸みをもつ底体部から上外方へ伸びる

受部に至る。受部は外上方へ伸び、九い。立
ち上がりは内傾し、端部は九い。
底部外面回転ヘラ肖Uり 、他は回転ナデ。

暗灰褐色 3 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

156

五七

同上

包各曙

口 径 122
器 高 43
受部径 146
立ち上がり高

11

深く九みをもつ底体部から上外方へ伸びる

受部に至る。受部は外上方へ伸び、九い。立
ち上がりは内傾し、端部は九い。
底部外面回転ヘラ削り、他は回転ナデ。

淡灰色 2mれ以下の

砂粒を少量

含む

良好 ロクロ右方
向。

五 七

高杯

(須恵詢

包合層

日 径 91
器 高 81
底 径 88
受部径 ■ 9

立ち上がり高
16

平らな杯底部から上外方へ内湾して伸びる

受部に至る。受部は水平に伸び、九い。立ち
上がりは内傾し、端部は九い。脚部は下外方
へ伸びた後、裾部で外下方へ開く。端部は下
につまみ、外側に凹面をもつ。
杯底体部外面2/3回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

灰青色 精良。 良好 ロクロ右方
向。

鉢
(須恵詢

包含層

口 径  82 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上方へ伸びる日縁部に至る。端部は内傾する

面をもつ。底部は欠損。
内外面回転ナデ。

灰青色 精良。 良好 口縁部外面
端部内面・

体部内面の
一部灰かぶ

り。

159

五七

器台
(須恵詢

包含層

脚部は下外方へ伸びる。受部・裾部は欠損
脚部に2つの三方向の長方形の透かしと、 1
つの三方孔の台形のスカシを有する。外面に
4本の凸線が巡る。
外面櫛描き文、内面回転ナデ。

灰青色 精良。 良好

甑
(須恵詢

包合層

口 径  276 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方へ

短く伸びる日縁部に至る。端部は外額する凸
面をもつ。体部中位以下は久損。
体部外面格子タタキ、内面下位不定方向の

ナデ、他は回転ナデ。

乳灰色 精良。 良

同上

包合層

口 径  222 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は内
方へつまみ、外側に面をもつ。体部は欠損。
口縁部外面には1帯 8本の波状文が巡る。
内外面回転ナデ。

灰褐色 精良。 良好 ロクロ左方
向。

養

(須恵詢

包含層

日 径 102 口縁部は上外方へ外反して伸び、端都は内
方へつまみ上げる。体部は欠損。
内クト面回転ナデ。

乳灰色 精良。 良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cn) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼 成 備 考

養
(須恵鋤

包含層

口 径 108 内上方へ伸びる体部から上外方へ外反して

伸びる口縁部に至る。端部は外側に凹面をも
つ。体部は欠損。
体部外面タタキ (4本)、 他は回転ナデ。

灰褐色 精良。 良好

同上

包含層

口 径  140 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は外側に

面をもつ。体部は欠損。
体部内面同心円タタキ、他は回転ナデ。

灰青褐色～

暗灰褐色
精良。 良好 ロクロ右方

向。
・

同上

包含層

口 径 163 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は外傾する凹面をもつ。体部中位以下は欠損。
日縁部内外面回転ナデ、体部外面タタキ(4

本)後ハケナデ (10本 )、 内面同心円タタキ。

灰青色 精良。 良好

166

五八

(須恵器)

包合層

底 径 96 底部は上外方へ内湾して伸びる。脚部は下

外方へ短く伸びる裾部に至る。端部は外額す
る面をもつ。日縁部・体部は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰色 精良。 良好 ロクロ右方
向。

167

五八

皿

(土師器 )

包含層

口 径 148
器 高 3.5

平らな底部から上外方へ内湾して伸びる国

縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
外面剖離の為調整不明瞭、内面放射状暗文。

褐灰色 l mm以下の

長石・赤褐
色酸化粒・

チャート等
の砂粒を少
量含む。

良好

五 八

同上

包含層

口 径 13.2
器 高 25

平らな底部から屈曲し、上外方へ外反して

伸びる国縁部に至る。端部はつまみ上げる。
端部内面に1本の沈線が巡る。
外面ナデ、内面放射状暗文。

明褐灰色 3nn以下の

長石・チヤ
ート等の砂
粒を少量含
む。

良好

169 /1ヽ 皿

(土師器)

包含層

口 径 107
器 高 12

下外方へ伸びる底部から上外方へ内湾気味
に伸びる日縁部に至る。端部は九い。
口縁部内外面ヨコナデ、底部内外面ナデ。

乳灰茶色 1揃以下の

砂粒を少量
含む。

良好

170 中皿

(上師器 )

包含層

口 径  168 平らな底部から上外方へ内湾して伸びる日

縁部に至る。端部は九い。底部は欠損。
内外面ナデ。

乳仄色 3 ma以下の

砂粒 を少量

含 む。

良

小皿

(瓦器 )

包含層

口 径 112
器 高 2.7

丸みをもつ底部から上外方へ内湾して伸び

る口縁部に至る。端部は九い。
口縁部外面ヨコナデ、他はナデ。

灰褐色 l mn以下の

長石 雲母・

チャート等
の砂粒を少
量含む。

良

椀

(瓦器 )

包含層

口 径 上外方へ内湾して伸びる体部から口縁部に
至る。端部は九い。底部は欠損。端部内面付
近には1本の沈線が巡る。
内外面ナデ後ヘラミガキ。

灰褐色 精良。 良

173

五八

同上

包合層

口 径 158
器 高  5.2
底 径 48

椀形の底体部から上外方へ内湾して伸びる

日縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。底

部外面には断面逆三角形の高台が付く。
外面ナデ後ヘラミガキ・指頭痕、内面ナデ

後ヘラミガキ、見込みは平行状暗文。

明灰色 精良。 良

同上

包含層

口 径  120 上外方へ内湾気味に伸びる体部から口縁部
に至る。端部は内方に肥厚 し、九い。底部は

欠損。
外面指頭痕後ナデ、内面ナデ後ヘラミガキ。

乳灰色～暗
灰色

精良。 良

175 羽釜

(土師器 )

包含層

口 径 356
鍔部径 440

上内方へ伸びる体部から口縁部に至る。端

部は内傾する面をもつ。日縁部外面付近に下

外方へ伸びる鍔が巡る。端部は九い。体部は

欠損。
内外面ナデ。

明赤褐色 5 mn以下の

長石 雲母・

チャート等
の砂粒を少
量含む。

良 鍔部外面以
下に煤付着
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第4調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cl) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼 成 備 考

金
質

羽
瓦

包含層

口 径 28.0

る『 竜稼鰍舌寓予
g字

留憲と憲客「 畠撮驚子獄峰話忌
近に外上方へ伸びる鍔部が巡る。端部は面を
もつ。体部は欠損。
内外面ナデ。

暗灰色 6 Hu以下の

砂粒を少量
含む。

良

177 平瓦

包含層

厚 さ 22 凹面布日、凸面縄ロナデ。 凹面 淡秦
灰色

凸面 淡灰
絶

断面 淡灰
茶色

0.5 Hun以下
の石英・チ
ャート等の

砂粒を少量
含む。

良

178 平瓦

包割唇

厚 さ 2.0 四面布目、凸面縄目。 四面 淡茶
灰色

凸面 茶褐
色

断面 淡茶
褐色

l lm以下の
チャート・

雲母等の砂
粒を少量含
む。

良

179 九瓦

包合層

厚  さ 3.5 凹面布目、凸面ナデ。 凹面 淡灰
色

凸面 淡茶
色

断面 淡茶
灰色

0.5 Hu以 下
のチヤート・

石英等の砂
粒を含む。

良

平瓦

包含層

厚 み 17 凹面布目、凸面縄ロナデ。 四面 暗灰
色

凸面 淡灰
色

断面 暗灰
色

l uun以 下の

石英・チャ
ート等の砂
粒を少畳含
む。

良好

九瓦

包含層

厚 さ 2.0 凹面布ロナデ、凸面ナデ。 凹面 淡灰
色

凸面 淡茶
灰色

断面 淡茶
灰色

l lwl以下の

長石等の砂
粒を微量含
む。

良

平瓦

包含層

厚 さ 1.9 凹面布日、凸面ナデ。 凹面 乳灰
褐色

凸面 仄褐
色

断面 乳灰
褐色

2 nul以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

183 九瓦

鎗 層

厚 さ 1.9 凹面布目、凸面縄目。 凹面 灰黒
色

凸面 仄褐
色

断面 灰褐
色

2 nl以下の

長石・石莫
等の砂粒を

多量に含む

良好

平瓦

包含層

厚  さ 27 凹面布日、凸面縄目。 凹面 淡灰
絶

凸面 淡茶
灰色

断面 淡茶
灰色

l Eln以 下の

長石 。雲母
等の砂粒を

少量含む。

良好
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第 5調査区

遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器雌
ｍ

形 態 ・ 調 整 等 の 時 徴 色 調 土 焼  成 備 考

1 甕

(土師器)

SKl

口 径 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。

体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(3本)、 内面ナデ。

外

内
橙褐色
乳茶色

2 1nm以 下の

長石・雲母

等の砂粒 を

多量 に含 む

良好

2 同上

SKl

口 径  135 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は九い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)、 内面ナデ。

外 茶橙色

内 暗茶褐
色

2 mlr以 下の

角閃石等の

砂粒を少量

含む。

良好

3

五 八

同上

SKl

口 径 124 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる日縁部に至る。端部は僅かに

上につまむ。底部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ後

ナデ、内面ヘラ肖uり 。

暗茶褐色 15闘以下
の角閃石等
の砂粒を多
量に含む。

良好

4 同上

SKl

口 径 12.3 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

伸びる日縁部に至る。端部は上につまむ。体

部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(9本)、 内面ヘラ削り。

淡灰茶色 l mm以下の

雲母・角閃
石 。長石等
の砂粒を多
量に含む。

良好 口縁部外面
に煤付着。

同上

SKl

口 径 16 3 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は上につまむ。体部中位以下は欠損。日縁部

外面に1本の接合痕を有する。
日縁部タト面ヨコナデ、内面ハケナデ(9本 )

体部タト面タタキ (8本)後ハデナデ、内面ヘ

ラ肖Ⅲり。

淡茶灰色 lm以下の

角閃石・長
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好 体部外面に

黒班有。

同上

SKl

口 径  13,7 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は上につまむ。体部下位は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(5本)後ハケナデ (9本)、 内面ヘラ削り。

外 暗茶褐
色

内 暗褐色

5 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好 体部クト面に

煤付着。

7

五 八

同上

SKl

径
高
径大

国
器
最

球形に近い体部から屈曲し、上外方へ伸び

る口縁部に至る。端部はつまみ上げる。底部
は尖り気味底。
日縁部外面ヨヨナデ、内面ハケナデ(12本 )、

体部外面上位タタキ (8本)後ハケナデ(12

本)、 中位以下ハケナデ (12本 )、 内面ヘラ

肖」り。

黒褐色 1 5 Hun以 下
の角閃石・

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

8

五 八

器台
(土師器)

SKl

口 径  100
器 高 94
底 径 101

受都は外上方へ内湾して伸びる浅い底部か

ら上外方へ内湾して伸びる口縁部に至る。端

部は上につまみ、外に面をもつ。脚部は下外

方へまっすぐ伸びる。端部は九い。脚部中位
に三方孔を有する。
受部内外面摩耗の為調整不明、脚部外面ヨ

コナデ、内面くりぬき。

乳茶橙色 2 5 nm以下
の長石 。赤
褐色酸化粒

等の砂粒を

少量含む。

良好 完形。

9

五 八

同上

SKl

径
高
径

口
器
底

受部は浅くやや平坦な底部から上外方へ内

湾して伸びる口縁部に至る。端部は上につま

み、外に面をもつ。脚部は下外方へまっすぐ

伸びる。端部は九い。脚部中位に三方孔を有
する。
受部内外面摩耗の為調整不明、脚部外面ヨ

コナデ、内面指ナデ。

茶橙色 1 5 tnm以 下
の長石・石
英等の砂粒
を多量に含
む。

良好 完形。

養
(上師器)

SK2

ロ 径 12 0 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる国縁部に至る。端部は上につ

まみ、外に面をもつ。体部は欠損。端部にヘ

ラキザミを有する。
日縁部内外面ヨコナデ。

茶橙色 3 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好 口縁部外面
に煤付着。
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第 5調査区

遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器

土

ｍ
，

出

くｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

甕
(土 師器)

SK2

口 径 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ外反気味に伸びる日縁部に至る。端
部はつまみ上げる。体部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体都クト面タタキ
(6和 、内面ヘラ削り。

乳灰色 3 5 mm以 下
の長石・角
閃石等の砂
粒を少量含
む。

良好

五 九

鉢

(土 師器 )

SK2

口 径 17.0
器 高 84
底 径 42

偏平な半球形の体部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部はや
や突出した上げ底。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面ヘラ

ミガキ。

外 乳灰色
内 乳茶橙

色

2 mm以下の

雲母・長石

等の砂粒 を

少量含 む。

良好

五 九

同上

SK2

径
高
径

口
器
底

偏平な半球形の体部から屈曲し、外上方ヘ

短く伸びる国縁部に至る。端部はつまみ上げ
る。底部はやや突出した平底。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部内タトヘラミ

ガキ。

灰茶色 5 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

14

五九

同上

SK2

日 径 112
器 高 71

半球形の体部から屈曲し、上外方へ内湾気
味に伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部
は九底。
口縁部内外面ヨヨナデ、体都外面ハケナデ、

内面ナデ。

乳灰茶色 1 5 mm以 下
の長石・石
英等の砂粒
を微量に含
む。

良好

五 九

高杯

(土 師器)

SK2

口 径 144 九い杯底部から上外方へ内湾して伸びる口
縁部に至る。端部は九い。脚部は下外方へ仲
びる。裾部は欠損。
杯部・脚部外面ハケナデ (10本)、 杯部内

面ヘラミガキ、脚部内面しぼり目。

外 暗灰橙
色
乳灰橙
色

内

2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

SK2

口 径  198 平らな杯底部から屈曲し、斜上方へ伸びる
日縁部に至る。端部は九い。脚都は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面ヘラ

ミガキ。

暗灰茶色 l mI以下の

角閃石・長
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好

弩
(上 師器)

SK3

口 径 194 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる国縁部に至る。端部は外側に
面をもつ。体部は欠損。体部タト面に1本の接
合痕を有する。

口縁部内外面ヨヨナデ、体部タト面タタキ
(3本)、 内面ナデ。

色
茶

橙
灰

茶
淡
色

外
内

2 5 Юm以下
の長石・石
英等の砂粒
を少幅歌蟹む。

良好 体部外面
内面中位 1

煤付着。

工 八

同上

SK3

口 径 165
最大径 232

球形に近い体部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる日縁部に至る。端部は上につまむ。
底部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ
(3本)、 内面上位指ナデ、中位以下ナデ。

色
褐

橙
茶

茶
淡
色

外
内

5 mm以下の

砂粒を多量
に合む。

良好 体部外面に

煤付着。

同上

SK3

底 径 48 体部中位以上は欠損。体部は上外方へ伸び
る。底部はやや突出した平底。
体部外面タタキ (4本)、 内面ヘラナデ、

底部外面ナデ。

外 茶褐色
～暗茶
褐色
暗褐色内

4 mm以下の

雲母 長石

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

20 同上

SK3

底 径 31 体部中位以上は欠損。体部は上外方へ内湾
して伸びる。底部は突出しない平底。
体部外面タタキ (3和 、内面ヘラナデ

(7本)、 底部外面ナデ。

茶掲色 4 mm以下の

長石等の砂

粒を多量に
合む。

良好 体部内面に

煤付着。

鉢
(土師器)

SK3

国 径  140 やや浅い半球形の杯体部から国縁部に至る。
端部は上につまみ、鈍く尖る。底部の一部は
欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面放射

状暗文。

外 乳灰茶
色
乳茶灰
色

内

3 5 mH以 下

の長石・雲

母等の砂粒

を多量に含
む。

良好

同上

SK3

口 径 154 やや浅い半球形の底部から口縁部に至る。
端部は上につまみ、ftく 尖る。底部の一部は
欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面放射

状暗文。

外 乳橙茶
色

内 乳仄茶
色

2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 詞 土 焼 成 備 考

高杯
(上師器)

SK3

底 径 130 杯部は欠損。脚部は下方へ伸びる柱状部か
ら屈曲し、外下方へ伸びる裾部に至る。端部
は九い脚部中位に三方孔を有する。
柱状部内面しばり目、他はナデ。

乳灰橙色 4 mn以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

甕
(上 師器)

SK4

口 径  15.2 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる国縁部に至る。体部は九い。

体部は欠損。頚部内面に2本の接合痕を有す
る。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(6本)、 内面ナデ。

外 淡茶色
内 乳茶色

4■lm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少幅許蟹む。

良好

25

五九

(土 師器)

SK5

径
高
径大

口
器
最

17 2

35 4

29 4

楕円形の体部から屈曲し、上外方へ外反 し
て伸びた後屈曲して上外方へ伸びる国縁部に

至る。端部は内方へ月El■ し、内側に面をもつ。
底部は九底。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ
(8本)、 内面ヘラ削り後指押さえ。

乳橙黄色 15m以下
の長石等の

砂粒を少量

含む。

良好 完形。

五 九

同上

SK5

口 径 194
器 高 49,0
最大径 398

最大径を上位にもつ卵形の体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びた後屈曲して上外方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は内方へ肥厚する。
底部は九底で焼成後の孔が穿かれている。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面 。内面上

中位ハケナデ (17本 )、 下位ヘラ削 り。

乳茶色 l mm以下の

雲母・角閃
石・長石等
の砂粒を多
量に合む。

良好 完形。

同上

包含層

口 径  27.6 口縁部は上外方へ伸び、端部は下方へたれ

下がり、外側に凸面をもつ。端部外面には円
形浮文と5本の沈線が巡る。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ナデ。

乳灰褐色 3 mln以 下の

砂粒 を少量

含 む。

良好

同上

包含層

口 径  164 口縁部は上タト方へ外反して伸びた後屈曲し
て上外方へ外反気味に伸び、端部は九い。体
部は欠損。
摩耗の為調整不明瞭。

乳灰茶色 3 mm以下の

長石・角閃
石・石英・

赤褐色酸化
粒等の砂粒
を多量に含
む。

良好

29 変
(土 師器)

包含層

口 径 168 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は丸い。
体部は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5利 、内面ナデ。

乳灰掲色 0.51m以下
の長石・雲
母等の砂粒
を少婚説針む。

良好

30 同上

包含層

国 径 148 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は九い。体都中位以下は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(3本)、 内面ナデ。

外 乳茶橙
色

内 乳灰掲
色

3 mln以 下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

同上

包含層

日 径  148 口縁部は二外方へ外反して伸び、端部は九
い。体部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

乳仄茶色 2 mm以下の

角閃石・雲

母・長石等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包含層

径

高

径

口

器

底

楕円形の体部から屈曲し、上外方へ外反し
て伸びた後上外方へ短く伸びる日縁部に至る。
端部は丸い。底部は突出しない平底。

国縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(4本)、 内面ヘラナデ。

乳灰褐色 31m以下の

長石・石英
等の砂粒を

多量に含む。

良好

同上

包含層

口 径  157 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる国縁部に至る。端部はつまみ上げる。
体部は欠損。

内外面ヨヨナデ。

乳灰茶色 5 mm以下の

角閃石等の

砂粒を少量

含む。

良好
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第 5調査区

遺物番号

図版番号
器 種 阻

ω
地点

器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

養
(土 師器)

包含層

回 径 17.8 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は内方
に肥厚し、つまみ上げる。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(9本)、 内面ナデ。

暗灰褐色 3 Hln以 下の

角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

35 同上

包含層

口 径 18.6 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

伸びる口縁部に至る。端部はつまみ上げ、外
側に凹面をもつ。体部は欠損。

日縁部外面ヨコナデ、内面ハケナデ(7本 )、

体部外面タタキ (6勺 後ハケナデ(7本 )、

内面ヘラ削り。

暗灰褐色 3噸以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

器台
(土 師器)

包含層

口 径 88
器 高 9.2
底 径 11.o

平らな杯底部から上外方へ内湾して伸びる
日縁部に至る。端部は九い。脚部は下タト方へ

伸びる裾部に至る。端部は九い。脚都中位に
三方孔を有する。
杯部外面ヘラミガキ、内面ヘラミガキ後放

射状暗文、脚部内外面ナデ。

乳灰茶色 2 Hm以下の

石英等の砂
粒を微量含
む。

良好

杯身
(須恵器)

包含層

口 径 ■.8

受部径 14.2
立ち上がり高

0,9

深く九みをもつ底体部から上外方へ伸びる
受部に至る。受部は水平に伸び、九い。立ち
上がりは内傾し、端部は九い。
底体部外面2/5回転ヘラ削り、他は回転ナ

,テ・。

乳灰青色 2nl以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ左方
向。
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第 4章 第 10次調査

第 1節 調査 の概要

今回の発掘調査は、昭和57年度から継続 して実施 している人尾市都市計画整備事業南小阪合

土地区画整理事業に伴うもので、当調査研究会が当遺跡範囲内で実施 した第10次調査にあたる

(第 121～ 123図 )。

調査地は、当区画整理事業内の区画街路予定地 (北部が 4-2号線・ 9号線 。12号線 。17号

線 。38号線、南部が32号線・33号線 。36号線・37号線)に計 7箇所を設定 した。これらの調査

区は北から第 1調査区～第 7調査区と付称 して調査を実施 した (第 121～ 123図 )。 総調査面積

は約1,300を 測る。掘削に際しては、既往調査の結果を参照 し、現地表下0.3～ 0.5m迄 を機械

で掘削した。以下O.4～ 0.5m迄 の土層を人力で掘削 した。

地区割は、当区画整理事業に伴う既往の発掘調査で使用 している地区割を活用した。基準点

は当区画整理事業区域内の南部にあり、この点から東西・南北軸を設定 している。この区割線

から調査区へ移動 し、調査を実施した。なお、地区割の詳細については第 4次調査の報告書を

参照されたい。

今回の調査では、弥生時代後期・古墳時代前期 (庄 内式新相～布留式古相)・ 鎌倉時代～室

町時代 。江戸時代の概ね 4時期の遺構を検出した。遺物は弥生時代後期から江戸時代に至る土

器・瓦・木製品などが出土している。出土量はコンテナ箱にして約 6箱分を数える。以下、各

調査区ごとに記す。

凡  例

① 第 1次調査地 (昭和57年度)

② 第2次調査地 (昭和58年度)

③ 第3次調査地 (昭和58年度)

④ 第4次調査地 (昭和59年度)

⑤ 第5次調査地 (昭和59年度)

⑥ 第6次調査地 (昭和60年度)

⑦ 第8次調査地 (昭和61年度)

③ 第11次調査地 (昭和62年度)

③ 第13次調査地 (昭和62年度)

⑩ 第15次調査地 (昭和63年度)

① 第16次調査地 (昭和63年度)

⑫ 第17次調査地 (昭和63年度)

① 第18次調査地 (平成元年度)

① 八尾市教育委員会 (昭和59年度)

① 大阪府教育委員会 (昭和58年度)

① 大阪府教員委員会 (昭和60年度)
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第 1節 調査の概要
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第121図 遺構配置図 1
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第122図 遺構配置図 2
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第123図 遺構配置図 3
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第 2節 第 1調査区

区画整理区域内の北部付近に設定 した南北方向に長い調査区 (幅 2.5× 長さ46m)である。

調査区の面積は115ポ を測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約1.5mま でに存在する土層内から普遍的に存在する 6層

を基本層序とした (第 124図 )。 現地表面は、標高8.lmを 測る。以下、各層について記す。

第 1層 耕土 :層厚10～ 15cm。 調査前までの耕

作土である。

第 2層 淡灰色粗砂混微砂 :層厚15～ 20cm。 床

上である。

第 3層 淡灰褐色砂礫混微砂 :層厚10～ 15cm。   8.00m

古墳時代～近世に至る遺物がごく少量

含まれている。

第 4層  暗黒灰色粘質土 :層 厚15～ 20cm。 この

土層は鎌倉時代以降の水田土である。

1

3

工::::i:i:i!Fi::i:li:i:i:::i:i'

lr::i::i::|.iii:i::::::i:|::::

6

7

第2調査面

第1調査面

上面は標高7.7mを 測 り、足跡状の窪   第124基本層序柱状国 (S〒 1/40

み 。溝が切 り込まれている。この面を

第 2調査面とした。

第 5層 褐灰色粘質土 :層厚15～ 20cm。 古墳時

代前期の遺構が含まれている。

第 6層 灰褐色シルト混粘質土 :層厚15～ 20cm。 この上面から古墳時代前期の遺構が切 り込

まれている。上面の標高は7.3mを 測る。

Ⅱ 検出遺構・ 出土遺物

第 4層 (第 2調査面)と 第 6層 (第 1調査面)上面の 2面 を調査面とした。その結果、第 1

調査面では、古墳時代前期に比定される土坑 1基 (SKl)を 検出した。第 2調査面では、鎌

倉時代に比定される滞H条 (SD3～ S D13)、 江戸時代に比定される溝 2条 (S Dl・ SD

2)を 検出した。江戸時代の遺構は第 3層からの切 り込みである (第 125図 )。 以下、各遺構の

詳細について記す。
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第,節 第 1ヨ籍返
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第2節 第 1調査区

1)第 1調査面 (古墳時代前期)

土坑 (SK)

SKl

BⅢ ―C9～ d9区で検出した。平面は南北方向に長い楕円形を呈する。規模は検出部で、

最大幅3.85m、 最小幅0,7m、 深さ10cmを 測る。断面は浅い半円形を呈し、内部には暗灰色粘

質シル ト・暗黒灰色粘質土 (炭 を多 く含む)の 2層が堆積 している。底面下では焼上がみられ

ないが、堆積土の下層と底面の間には、炭・灰が薄く (1～ 2 cm)敷 き摘めたように検出して

いる (第 126図 )。 遺物は出土していないが層位的にみて布留式古相に比定されるであろう。

Ｅ８‐＋

N560__「_

1

2

暗灰色粘質シル ト

皓黒灰色粘質土 (炭 を多く合む)

0           1m

第126図  SKl平 断面図

1 褐灰色粘質土と

淡青灰色粘上のブロック

0            1m

第127図  SEl平 断面図
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2)第 2調査面 (鎌倉時代～江戸時代 )

井戸 (SE)

SEl

BⅢ ―e9区で検出した素掘 りの井戸である。平面の形状は東部のごく一部が調査区外に至

るがほぼ方形を呈する。規模は検出部で、東西辺1.8m、 南北辺1.98m、 深さ1.2mを 測る。断

面は逆台形を呈する。堆積土は褐灰色粘質土と淡青灰色粘土がプロック状に混在 している (第

127図 )。 遺物は出土していないが、第 3層上面からの切 り込みであり、層位的にみて鎌倉時代

以降のものであろう。

清 (SD)

SDl～ S D13

当調査区では12条 を検出した。方向はすべて東西方向を呈する。Sb3～ S D13は 第 4層 か

らの切 り込み、SDloSD2は 第 3層 からの切 り込みである。前者は鎌倉時代の土器のもの、

後者が江戸時代の時期のものである。規模は検出部で、幅0.2～ lm、 深さ5～ 15cmを 測る。

断面は逆台形を呈し、堆積土は鎌倉時代のものが暗灰色粗砂混粘質土、江戸時代のものが淡灰

褐色粗砂混砂質土である。遺物は、内部から土師器などの小片がごく少量出土 している。以下、

各溝の法量について第 9表に記す。

第 9表 濤 (SD)一覧表 単位

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

SDl B皿 ― C9 真 一西 逆台形 35´-51 6～ 12 淡灰禍色粗砂混砂質土

SD2 B皿 ― C9 東 ―西 逆台形 300上大」ヒ 淡灰禍色粗砂混砂質土

SD3 BⅢ ― C9 東―西 逆台形 9～ H 暗灰色粗砂混粘質土

SD4 BⅢ ― d9 東―西 逆台形 280 10～ 16 暗灰色粗砂混粘質土

SD5 BⅢ ― e9 東―西 逆台形 11～ 14 暗灰色粗砂混粘質土

SD6 BⅢ ― e9 東―西 逆台形 4～ 13 暗灰色粗砂混粘質土

SD7 BШ ― e9 東 ―西 逆台形 10～ 15 暗灰色粗砂混粘質土

SD9 BⅢ ― e9 東―西 逆台形 5 暗灰色粗砂混粘質土

SD9 BⅢ ― e9 東―西 逆台形 4～ 6 暗灰色粗砂混粘質土

S D10 BⅢ ― e9 東―西 逆台形 4～ 7 暗灰色粗砂混粘質土

S Dll BⅢ ― e9 東 ―西 逆台形 7～ 12 暗灰色粗砂混粘質土

S D12 BⅢ ― f9 東 ―西 逆台形 9～ 15 暗灰色粗砂混粘質土

S D13 BⅢ ― f9 東―西 逆台形 7 暗灰色粗砂混粘質土
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第2節 第1調査区

3)遺構に伴わない出土遺物

第 2～ 4層 内で出土している。時期は古墳時代前期～鎌倉時代に至るもので、特に第 4層 内

から出土する古墳時代前期 (庄 内式)に比定される土器が大半である。出土量は、コンテナ箱

にして約 1箱分である。以下、図示できたものについて記す。第 4層 内から出土 した古墳時代

前期 (庄 内式中相～新相)に比定される東海系の重 (1)。 庄内式甕 (2～ 7)である。第 2

層内から出上 した鎌倉時代に比定される鉢 (8)。 青磁器の椀 (9)である (第 128図 )。

第128図 遺構に伴わない出土通物実測図
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第 3節 第 2調査区

第 1調査区の南端部に接 したかたちで設定した東西方向に長い調査区 (幅2.5m×長さ94m)

である。面積は約235m2を 測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約1.7mま でに存在する土層内から普遍的に存在する 6層

を基本層序とした (第 129図 )。 現地表面は、標高8.lmを 測る。

第 1層  耕土 :10～ 1 5cm。 調査前までの耕作土である。

第 2層 淡灰褐色砂礫混砂質土 :層厚15～ 25cm。 耕土の床土である。

第 3層 淡灰色砂礫混砂質土 :層厚15～ 20cm。 古墳時代から鎌倉時代に至る土器の小片が少

量含まれてお り、上面から近世以降

の溝が切 り込まれている。

第 4層 灰褐色粘質土 :層 厚20～ 25cm。 古墳

時代前期に比定 される土器が含まれ

ている土層で、上面には鎌倉時代の  8.00m

遺 構 が 切 り込 まれ て い る。標 高

7.6mを 測る。

第 5層 淡茶褐色シル ト:層 厚 15～ 20cm。 こ

の上面は標高7.3mを 測 り、古墳時

1

2

:i:II!ilir::|||||:::

第 2調査面

第 1調査面

代前期の遺構が切 り込まれている。    第129図 基本層序柱状図 (S=1/4ω

第 6層 淡青灰色 :層 厚10cm以上。

Ⅱ 検出遺構 。出土遺物

当調査区は、第 1調査区と隣接 しており、遺構の検出状況はほぼ同じである。第 4層 (第 2

調査面)。 第 6層 (第 1調査面)の上面の 2面を調査 した。その結果、第 1調査面では、古墳

時代前期に比定される溝 7条 (S D14～ S D20)・ 土器集積 1箇所 (SWl)・ 自然1可川 4条

(河川 1～ 河川 4)を 検出した。第 2調査面では、鎌倉時代～室町時代に比定される土坑 1基

(SK2)。 溝 3条 (S D30～ S D32)、 江戸時代に比定される溝10条 (S D21～ S D29,S

D33)を 検出した (第 130。 131図 )。 以下、各調査区について記す。
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第3節 第2調査区

(1:::)第 2調査面
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第3節 第2調査区

1)第 1調査面 (古墳時代前期 )

溝 (SD)

S D14～ S D20

当調査区で 4条を検出した。方向は南西―北東の方向に伸びるもので 5条 (SD15～ SD19)、

南東―北西の方向に伸びるもの 2条 (S D14・ S D20)で ある。前者の溝は等間隔 (約2.5m)

で、規貝1性がみられる。規模は検出部で、幅30～ 70銅 、深さ4～ 9 cmを 測る。断面は、半円形

を呈する。堆積土は、暗灰褐色粗砂混粘質土である。遺物は、内部から庄内式中相から新相に

比定される土師器の小片がごく少量出土 している。以下、各溝の法量等 について第10表 に記す。

第10表 濤 (SD)一覧表 * 単位 i cm

遺構番号 地   区 平 面 形 断 面 形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D14 BⅢ ― g7 南東―北西 半円形 7 淡灰褐色粗砂混粘質土

S D15 BⅢ 一g7 南西―北東 半円形 9 淡灰褐色粗砂混粘質土

S D16 BⅢ ―g7 南西―北東 半円形 4 暗灰色粗砂混粘質土

S D17 BⅢ ―g8 南西―北東 半円形 30～ 40 4 暗灰色粗砂混粘質土

S D18 B皿 ― g8 南西―北原 半円形 7 暗灰色粗砂混粘質土

S D19 B皿 ―g8 南西―北東 半円形 9 暗灰色粗砂混粘質土

S D20 BⅢ ―g8 南東―北西 半円形 6 暗灰色粗砂混粘質土

土器集積 (SW)

SWl

BⅢ ― f6。 g6区 で検出した土器の集積である。土器は第 4層上面に東西約 4m、 南北約

2mの範囲に集積するもので、平面の形状の輪郭や掘 り込まれている形跡もない。土器の出土

状況から大半が破片化 している。土器の密集度は中央部からが最も多 く、外側へ行 くに従い希

薄になっていく (第 133図 )。 これらの出土土器はすべて古墳時代前期の庄内式中相～新相に比

定されるものである。出土量はコンテナ箱にして約 5箱分で、土器の個体数としては100個体

を教える。以下、図示できたものを器種ごとに記す (第 132・ 134～ 136図 )。

壼は20個体である。そのうち図示できたものが17点 である。形態では口縁部が大きく外反す

るもの (1。 2)、 日縁が短 くて小型のもの (3～ 6)、 内湾気味に直上する日縁のもの (7)、

日縁端部を大きくつまみ上げたもの (8)、 大きく外方へ屈曲して短 く納まるもの (9・ 10)、

底部が突出した平底のもの (11～ 14)、 底部が突出気味の小さな平底のもの (15)、 底部が突出

しない平底のもの (16・ 17)である。甕は、67個体で、そのうち図示できたものは、50点 であ

る。庄内式の甕 (18～ 59)。 布留式傾向の甕 (60～ 63)。 甕 (64・ 65)。 複合口縁の甕 (66)、
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SWl出土遺物実測図 1
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第 3節 第2調査区
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瀬戸内系の甕 (67)で ある。鉢は 4個体で、図示できた ものは 3点 である。椀形の もの

(68)・ 端部付近で小さく屈曲するもの (69)。 大型のもの (70)である。高杯は、 4個体で、

図示できたものは、 1点である。柱状部から大きく外方へ開く裾部をもつもの (71)で ある。

器種構成の比率は、奏70%:壷21%:鉢4.5%:高杯4.5%で、圧倒的に甕が多いことがわかる。

また、ごく少量ではあるが他地方のものと考えられる土器 6点があり、全体の比率の 6%を 占

めている。この土器集積の性格を考えると、以下のことが考えられる。まず、第 1に使用不能

になった土器を捨てたごみ捨て場、第 2に祭祀的なものではないかと考えられる。

自然河川 (河川 )

河川 1

BⅢ ―g10区 で検出した。方向は南北方向を示 し、南北はともに調査区外に至る。規模は検

出部で、幅2.6m、 深さ1.22mを測る。断面はす り鉢形を呈 し、内部には砂層を基調とした灰

褐色砂礫混粘質土・淡灰色細砂・淡青灰色粘土と微砂の互層が堆積 している (第 137図 )。 遺物

は、内部から庄内式新相から布留式古相に比定される土師器の壷 (72・ 73)・ 第V様式系奏

(74)・ 庄内式奏 (75。 76)・ 高杯 (77～ 79)な どの小片が少量出土 している (第 138図 )。

7. 50m

1

2

3

灰褐色砂礫混粘質土

淡灰色細砂

淡青灰色粘土

0

第137回 河,I11簡 面図

lm
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第 3節 第 2調査区

20cm

第138図 河川 1出土追物実測図

河川 2

BⅣ ―gl区で検出した。方向は南北方向を示 し、南北はともに調査区外に至る。規模は検

出部で、幅7.4m、 深さ 1～ 1.4mを測る。,断面は逆台形を呈し、底面中央にやや高まりがみら

れる。堆積土は、上方から第 1層 :淡灰色粗砂 。第 2層 :灰褐色砂礫混粘土 。第 3層 :淡灰褐

色粗砂 。第 4層 :淡青灰色細砂 。第 5層 :淡灰褐色粗砂 (第 3層 と同じ)・ 第 6層 :淡青灰色細

砂 (第 4層 と同じ)。 第 7層 :褐灰色シル ト。第 8層 :淡灰褐色シル ト混粘土 。第 9層 :褐灰色

シル ト(第 7層 と同じ)。 第10層 :灰褐色砂礫混粘質土・第11層 :淡灰掲色シル ト混粘土 (第 8

層と同じ)。 第12層 :淡灰色細砂である(第 139図 )。 土層の観察 した結果では第 1層 ～第 4層、
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第3節 第2調査区

第 5層 ～第 8層 、第 9層 ～第12層 と大きく3つ に分かれる流れがあったものと考えられる。遺

物は、内部から庄内式新相～布留式古相に比定 される土師器の壼 (80～ 86)。 庄内式甕 (87～

98)・ 吉備系甕 (99)。 鉢 (‖ 00。 101)・ 器台 (102～ 104)。 高杯 (105～ 107)な どの小片が少量出土

している(第 140図 )。 その他には自然木などがみられる。

河川 3

BⅣ ―gl・ g2区 で検出した。方向は南北方向を呈 し、南北はともに調査区外に至る。規

模は検出部で、幅2,6～ 2.9m、 深さ1,45cmを 測る。断面は、す り鉢形を呈する。堆積土は、上

方から第 1層 :褐灰色粘質土 。第 2層 :灰褐色砂礫混粘質土 。第 3層 :淡灰色細砂 。第 4層 :

淡灰褐色粗砂・第 5層 :淡灰褐色シル ト混粘土 。第 6層 :灰褐色砂礫シルト混粘土 。第 7層 :

淡灰色粗砂混細砂 。第 8層 :淡灰色細砂 (第 3層 と同じ)・ 第 9層 :暗灰色粘土 。第10層 :暗灰

色細砂混粘土の10層 に分けれる(第 141図 )。 遺物は、内部から古墳時代前期 (布留式古相)に 比

定される土師器の小片がごく少量出土している。

1

2

3

4

5

6

7.50m

掲灰色粘質土

灰掲色砂礫混粘質土

淡灰色細砂

淡灰掲色組砂

淡灰掲色シル ト混粘

灰掲色砂礫混粘土

及 伍
1

賜

混粘土

7 淡灰色粗砂

8 3と 同層

9 暗灰色粘土

10 暗灰色細砂混粘土

第141図 河川 3断面図

河川 4

BⅢ ―g2・ g3区 で検出した。方向は南北方向を示 し、南北はともに調査区外に至る。規

模は検出部で、幅3.6～ 4.6m、 深さ1.35cmを 測る。断面は、逆三角形を呈する。堆積土は、上

方から第 1層 :淡茶褐色シル ト・第 2層 :淡灰色細砂 。第 3層 :茶褐色微砂混ンル ト・第 4層

:淡青灰色粘土の 4層 に分かれ、第 1。 2層が第 3・ 4層 を切っており、若千の流れに時期差が

見られる (第 142図 )。 遺物は、内部から庄内式新相～布留式古相に比定される壼・甕 (108～

112)。 庄内式奏 (113～ 116)。 有孔鉢 (117)・ 高杯などの小片が少量出土している (第 143図 )。
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淡茶掲色シル ト

淡灰色細砂

茶掲色微砂混シル ト

ノ

7.50m

淡青灰色粘土

2m

第142図 河,I14断面図
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第143図 河,I14出 土通物実測図
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第3節 第2調査区

2)第 2調査面 (鎌倉時代～江戸時代)

土坑 (SK)

SK2

BⅢ ―g7区 で検出した。平面は、楕円形を呈する。規模は検出部で、東西0,7m、 南北

1,7m、 深さ 8 cmを 測る。 S D31を 切っている。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、淡灰褐

色粗砂混砂質土である。遺物は出土していないが、堆積土層や層位的にみて江戸時代ごろのも

のであろう。

溝 (SD)

S D21～ S D33

11条 を検出した。これらの溝は当調査区の西部に集中しており、東西方向に伸びるもの 7条、

南北方向に伸びるもの 4条 である。時期では鎌倉時代 に比定されるもの 3条 (S D30～ SD

第ll表 濤 (SD)一覧表 * 単位 i cm

遺構番号 地  区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆 積 土 備 考

S D21 BⅢ ― f5
～ f6

東―西 逆台形 22～ 36 5～ 13 淡灰褐色粗砂混砂質土 S D22と 合流。 S D28

～30を 切る

S D22 B皿 ―g5

～g7
東―西 逆台形 23´-50 3～ 11 淡灰褐色粗砂混砂質土 S D21と 合流。

S D23 BⅢ ―g5

～g7
東―西 逆台形 65以上 6～ 17 淡灰褐色粗砂混砂質土 S D28・ 29に切 られる。

S D24 BⅢ 一g5 東―西 逆台形 8～ 12 淡灰褐色粗砂混砂質土

S D26 B皿 ―g6

～g7
東 一西 逆台形 24´-40 2～ 6 淡灰褐色粗砂混砂質土 S D25,27と 合流

S D27 B皿 ―g7

～g7
東一西 逆台形 18～ 25 2～ 4 淡灰褐色粗砂混砂質土 S D25・ 26と 合流。

S D28 BⅢ ―g7 東―西 逆台形 50以上 7 淡灰褐色粗砂混砂質土 S D23と 合流。 S D22

・25,29に 切 られる。

S D29 BⅢ ―g7 東―西 逆台形 9 淡灰撮色粗砂混砂質土 S D23・ 25・ 28に 切ら

れ、S D31を 切る。

S D30 BⅢ ―g7 東―西 逆台形 2～ 5 淡灰褐色粗砂混粘質土 S D31に 切 られる。

S D3ユ BⅢ ―g7

BⅣ―gl
東―西 逆台形 15～ 40 2～ 8 淡灰褐色粗砂混粘質土 SK2に 切 られる。

S D32 BⅢ ―g8

～g8
東―西 逆台形 17～ 32 4～ 9 淡灰掲色粗砂混粘土質

S D33 BⅣ～ f4 ～g4

東―西

逆台形 11～ 17 淡灰褐色粗砂混砂質土
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第3節 第2調査区

32)である。他はすべて江戸時代に比定されるものである。規模は検出部で、幅0.2～ lm、

深さ5～ 20cmを 測 り、断面の形状は、逆台形を呈する。堆積土は鎌倉時代の溝が暗灰色粗砂混

粘質土、江戸時代の溝が淡灰褐色粗砂混砂質土である。遺物は、内部から古墳時代～鎌倉時代

に至る土器の小片がごく少量出土している。以下、各溝の法量などについて第11表 に記す。

3)遺構に伴わない出土遺物

第 2～ 4層 で出土 している。時期は古墳時代前期から江戸時代に至る遺物であるc出土量は

コンテナ箱にして約 2箱分である。この調査区も第 1調査区と同じく、第 4層 内から古墳時代

前期に比定される最も多 く出土 している。以下、図示できたものについて記す。古墳時代前期

に比定される壺 (118～ 120)、 庄内式の奏 (121～ 134)、 甕 (135。 136)、 布留式の甕 (137)、 複

合口縁の奏 (138)、 鉢 (139)、 器台 (140～ 143)、 高杯 (144・ 145)、 砥石 (146)で ある (第

144・ 145図 )。
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第145図 遣構に伴なわない出土遺物実測図 2
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第 4節 第 3調査区

第 2調査区東部の南側約40mに設定した東西方向に長い調査区 (幅 2.5m× 長さ43m)で、

東部には北方へ流れている楠根川がある。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表下約1.8mに存在する土層内から普遍的にみられる 7層 を摘出し

た基本層序とした (第 146図 )。 現地表高は標高8.2mを 測る。

第 1層  耕土 :層厚15～ 20cm。 調査前までの耕作土である。

第 2層 灰茶色細砂混砂質土 :層厚15～ 20釦 。耕土の床土である。

第 3層 暗灰褐色粘質土 :層厚10～ 15cm。 古墳時代～鎌倉時代に至る土器の小片がごく少量

含まれる。

第 4層 茶褐色シル ト:層厚20～ 25cm。 上

面で古墳時代中期の遺構と鎌倉時

代ごろの溝が切 り込まれている。

この上面を第 2調査面とした。標

高は7.6mを 測る。

第 5層 暗灰茶色細砂混シル ト:層厚10～

15cm。 古墳時代前期に比定される

土器の小片がごく少量出土してい

る。

第 6層 灰色粘土 :こ の上面から切 り込ま

れている古墳時代前期の自然河川

を検出した。標高は7.2mを 測る。

第146図 基本層序柱状図 (S=1/40)

Ⅱ 検出遺構・ 出土遺物

第 4層 (第 2調査面)と 第 6層 (第 1調査面)を調査面とした。その結果、第 1調査面では、

自然河川 2条 (河川 5。 河川 6)を検出した。この河川は第 2調査区で検出した自然河川に継

続するものであろう。第 2調査面では古墳時代中期に比定される土坑 1基 (SK3)、 鎌倉時

代に比定される溝 5条 (S D34～ S D38)、 第 3層 から切 り込む江戸時代に比定される溝 1条

(S D39)を検出した (第 147図 )。 遺構に伴わない遺物が第 3層 と第 5層 内からごく少量出土

している。出土量はコンテナ箱にして約1/3程度である。以下、各遺構について記す。
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第 1調査面

第2調査面

第 4節 第 3調査区
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第147図 第 3調査区進構平面図 -235・ 236-



第4節 第3調査区

1)第 1調査面 (古墳時代前期)

自然河川 (河川 )

河川 5

CⅣ ―al区で検出した。方向は南西―北東方向を示 し、南北はともに調査区外 に至る。規

模は検出部で、幅2.9m、 深さ80cmを 測る。断面は、半円形を呈する。堆積土は、暗灰茶色細

砂混シルト・暗灰掲色粘質シル ト・仄色細砂である (第 148図 )。 遺物は、内部から庄内式新相

～布留式古相に比定される壷 (1)・ 庄内式奏 (2)。 器台 (3)・ 高杯 (4～ 6)等の小片がごく少

量出土 している (第 149図 )。 なお、この河川は、北部にある第 2調査区で検出した河川 3に継

続するものと考えられる。

河サ|16

CⅣ ―a2・ a3区で検出した。方向は南東―北西方向を示し、南北はともに調査区外に至

る。規模は検出部で、幅1.4～ 2m、 深さ70cmを 測る。断面は、半円形を呈する。堆積土は、

淡茶褐色粘質土・暗灰褐色粘質シル ト・淡茶褐色シル ト (細砂礫が混 じる)。 暗灰褐色粘質シ

ル ト・淡灰褐色粘土・灰色細砂である (第 150図 )。 遺物は、内部から庄内式新相～布留式古相

に比定される重・庄内式甕・高杯の小片がごく少量出土 している。

7.50m |~~~

1

2

3

暗灰茶色細砂混シル ト

暗灰掲色粘質シル ト

灰色細砂

第148図 河,I15断 面図

0           1m

4 6

0

ー第149図  河川 5出土遺物実測図
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7.50m

1

2

3

淡茶掲色粘質土

(鉄分多く含む)

暗灰茶色粘質シル ト

1と 同層

淡茶掲色シル ト   7 淡灰掲色粘土

(細砂礫が混じる)  8 灰色細砂
2と同層

暗灰掲色粘質シル ト

0               2m

―

…
…

第150図 河

'I16断

面図

2)第 2調査面 (古墳時代中期～江戸時代)

土坑 (SK)

SK3

CⅣ ―al区で検出した。南部・西部が調査区外に至るため、平面・断面ともに不明である。

規模は検出部で、東西4.7m、 南北1.lm、 深さ60cmを 測る。堆積土は、淡茶褐色シル ト (細砂

礫が混 じる)である (第 151図 )。 遺物は、内部から土師器の高杯 (7・ 8)。 壺 (9)、 須恵

器の高杯などが少量出土 している (第 152図 )。

1 淡茶掲色シル ト(細砂礫が混じる)

0

第151図  SK3平断面図
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0                     1 0cm

第152図  SK3出 土通物実図

0               10cm

第153図  S D39出土遺物実測図

第12表 濤 (SD)一 覧表

第4節 第3調査区

清 (SD)

S D34～ S D38

5条 を検出した。方向は、すべて南北方向を示す。

規模は検出部で、幅15～ 46cm、 深さ6～ 27cmを 測る。

断面は、逆台形を呈する。堆積土は、淡灰褐色粗砂

混砂質土である。遺物は、内部から鎌倉時代に比定

される土器の小片がごく少量出土 している。以下、

各溝については第12表 に記す。

S D39

CⅣ ―a4・ a5区 で検出した。方向は南北方向

を示す溝状の遺構と考えられるが、東・南北は調査

区外に至 り、全容は不明である。規模は検出部で、

幅15m以上、深さ0.4～ 1.2mを測る。溝は西側がな

だらかで浅 く、東側では急斜面に落込み深 くなって

いる。堆積土は淡茶褐色粘質土 (酸化鉄 を多 く含

む)・ 暗灰茶色粘質シルト・暗灰色細砂混粘土・淡

黄茶色細砂・暗灰色シル ト混粘土・灰

色細砂で、底部付近は砂層 を基調 とす

る。底面の傾斜状況か ら東側 (楠 根

川)に 向い深 くなるようで、非常に大

きい規模をもつものであろう。遺物は、

内部から室町時代に比定 される瓦質の

羽釜 (10)な どの小片がご く少量出土

している (第 153図 )。

* 単位 :cm

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D34 CⅣ ― a3 南―北 逆台形 18-27 淡灰禍色粗砂混砂質土

S D34 CⅣ 一 a3 南―北 逆台形 18´-27 淡灰褐色粗砂混砂質土

S D35 CⅣ 一a3 南―北 逆台形 9～ 17 淡灰褐色粗砂混砂質土

S D36 CⅣ ―a4 南―北 逆台形 淡灰褐色粗砂混砂質土

S D37 CⅣ ― a4 南一北 逆台形 15～ 31 6 淡灰褐色粗砂混砂質土

S D38 CⅣ ― a4 南―北 逆台形 14～ 21 淡灰褐色粗砂混砂質土
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3)遺構に伴わない出土遺物

第 2層 ～第 4層 内から遺物が出土 している。出土量

はコンテナ箱にして約半分程度である。時期は古墳時

代前期～江戸時代に至るものである。以下、図示でき

たものについて記す。第 4層 内から出土 した古墳時代

前期 (布留式古相)に比定される土師器の高杯 (11)

0                   1 ocm

の脚部、第 3層 内か ら出土 した古墳時代後期 に比定 さ      

―

れる須恵器 (Ⅱ 型式 2段階)の杯蓋 (12)で ある (第  第154回 遺構に伴なわない出土通物実測図

154図 )。

第 5節 第 4調査区

第 3調査区の東狽I(楠根川を挟む)約25mに位置する東西方向に長い調査区 (幅2.5m× 長

さ36m)である。当調査区の東部では当調査研究会が実施した第 3調査区の第 1調査区があり、

北部には大阪府教育委員会が調査 した小阪合ポンプ場がある。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約1,7mに存在する土層内から9層 を摘出して基本層序 と

した (第 155図 )。 現地表面は、標高8,2mを 測る。以下、各土層について記す。

第 1層  盛土 :層厚40～ 50cm。 小阪合ポンプ場建

設工事に伴う整地層である。

第 2層  旧耕土 :層厚10～ 15cm。 昭和59年 までの

耕作土である。

第 3層 茶褐色細砂混シル ト:層厚15cm。 耕上の

床土である。

第 4層  淡灰色粘質土 :層 厚20～ 25cm。

第 5層 淡灰色粘質シル ト:層厚10～ 15cm。

第 6層 灰褐色粘質土 :層 厚 5～ 10cm。 この上面

で鎌倉時代の溝が切 り込 まれている。    8

第 7層 淡灰色細砂混粘土 :層 厚 15～ 20cn。

第 8層  淡灰色細砂混シル ト:層 厚 10卿 。

第 9層 青灰色粘土 :層 厚 15cm。

8.00m

1調査面

2調査面

9

1

第

　

　

第
7
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第 5節 第 4調査区
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Ⅱ 検出遺構 。出土遺物

第 6層 の上面を調査面とした。その結果、鎌倉時代に比定される溝12条 (S D40～ S D51)

を検出した。

清 (SD)

S D40～ S D51

12条 を検出した。これらの溝は農耕に関連するもので、方向は、すべて南北方を示すもので

ある。規模は検出部で、幅20～ 80cm、 深さ2～ 17cmを 測 り、断面の形状もすべて逆台形を呈す

る。堆積土は黄褐色粘質シル トで、内部から遺物は出上 していない。以下、各溝の法量などに

ついては第13表 に記す。

第13表  濤 (SD)一覧表 * 単位 i cn

2)遺構に伴わない出土遺物

第 3～ 5層 内から出土 している。出土量は、土器片22点 を教える。時期は、鎌倉時代～江戸

時代に至るものである。以下、図示できたものについて記す。第 3層 内から出土 した鎌倉時代

～室町時代に比定される三脚のある鉢形土器 (1)・ 陶磁器の椀 (2)である (第 157図 )。

第157図 遺構に伴なわない出土追物実測図

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D40 BⅣ ― 8 南―北 逆台形 0 責掲色粘質シルト

S D41 BⅣ ― 8 南―北 逆台形 35´-55 黄褐色粘質シルト

S D42 BⅣ ― 8 南―北 逆台形 黄褐色粘質シルト

S D43 BⅣ― 8 南一北 逆台形 責褐色粘質ンルト

S D44 BⅣ ― 9 南一北 逆台形 黄褐色粘質シルト

S D45 BⅣ ― 9 南一北 逆台形 黄褐色粘質シルト

S D46 BⅣ ― 9 南―北 逆台形 黄褐色粘質シルト

S D47 BⅣ ― 9 南一北 逆台形 黄褐色粘質シルト

S D48 BⅣ ― l 南一北 逆台形 黄褐色粘質ンルト

S D49 BⅣ― l 南一北 逆台形 黄掲色粘質シルト

S D50 BⅣ― ユ 南―封ヒ 逆台形 2 黄褐色粘質シルト

S D51 BV― 1 南―北 逆台形 5 黄褐色粘質シルト
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第 6節 第 5調査区

今回の調査区 (区画整理事業区域内)で もっとも北部に位置するもので、南北方向に長い調

査区 (幅 1.5m× 長さ82m)である。この調査区は既往道路があるため、調査幅が半部となっ

ている。調査面積約123m2を 測る。

I基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約 lmま でに存在する土層内から普遍的にみられる 7層 を

摘出して基本層序 とした (第 158図 )。 現地表面は、標高8.Omを 測る。以下、各土層について

記す。

第 1層 耕土 :層 厚10～ 15cm。 調査前まで耕作 して       ′

いた土層である。

第 2層 床土 :層厚10cm。 耕土の床土である。,

第 3層 淡茶色細砂 :層厚10cm。

第 4層 茶灰色～灰白色微砂 :層厚 5 cm。 氾濫によ

る堆積である。

第 5層 暗灰褐色粘土 :層厚20～ 25cm。 鎌倉時代～

室町時代の耕作土と考えられ、上面には足

跡状の窪みが僅かにみられる。この土層は

3. 00m

3

4

第158図 基本層序柱状図 (S〓 1

調査面

/40)

粘性が高い。

第 6層 暗灰青色シル ト混粘土 :層厚15～ 20cm。 古墳時代～鎌倉時代に比定される遺物が少

量含まれる土層 (包含層)で、調査区北部へ行 くに従い堆積する。

第 7層 青灰色シル ト:層厚10cm以 上。この上面から切 り込む平安時代中期～鎌倉時代初頭

に比定される遺構を検出した。標高は7.lmを 測る。

Ⅱ 検出遺構 。出土遺物

第 7層上面を調査面とした。その結果、平安時代中期に比定される溝 2条、鎌倉時代に比定

される溝 4条 を検出した (第 162図 )。 出土遺物は、第 6層内から少量出上 している。

溝 (SD)

S D52～ S D57

当調査区から6条 を検出した。平安時代に比定される溝 2条 (S D55。 S D56)と 鎌倉時代
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に比定される溝 4条 (S D52～ S D54・ S D57)を 検出した。

し、幅0.3～ 0.5m、 深さ10～ 46cmを 測る。後者では、方向が

東西方向 (3条 )、 南東―北西方向 (1条)を示すものがあ

る。規模は検出部で、幅0.6～ 4m、 深さ 5～ 60cmを 測る。

断面は浅い半円形を呈する。堆積土は平安時代のもの黒灰色

シルト、鎌倉時代のもの黒灰色粘土及び茶褐色細砂である。

遺物は、内部から平安時代後期に比定される黒色土器 (1・

6,7)、 土師質の杯 (2～ 5)月 片ヽをごく少量出土している。

S D56か ら出土 してい

る黒色土器の椀 (8)

には、日縁端部の周辺

の 四 方 に 円 孔 (径

8 mm)が開けられてい

る (第 159～ 161図 )。

以下、各溝の法量など

について第14表 に記す。

第14表 濤 (SD)一 覧表

0
と

前者では、方向が南北方向を示

0                   1 0cm

に ____引

第160図  S D56出土遣物実測図

* 単位 :cm

1 0cm

第159回  S P54出土遣物実測図

第161図  S D55出 土遺物実測図
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遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備   考

S D52 AV― b6 南西―北東 逆台形 茶掘色細砂

S D53 AV― b6 東―西 逆台形 茶褐色細砂

S D54 AV― d6 東―西 逆台形 5 茶褐色細砂 土器片を出土。

S D55 AV― h6 東―西 逆台形 27～ 46 黒灰色シルト 土器片を出土。

S D56 AV一 h6 東一西 逆台形 9～ 12 黒灰色シルト 土器片を出土。

S D57 AV― i6 東―西 逆台形 23～ 41 黒灰色粘土
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第 7節 第 6調査区

区画整理事業区域内の中央に位置する調査区で、今回の調査区でも中央に当たる。調査区は、

調査の都合上 2分 して実施した。調査面積は100m2を 測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面約3.6mま でに存在する土層で普遍的にみられる 8層 を摘出し

て基本層序とした (第 163図 )。 現地表面は、標高10。 2mを測る。以下、各土層について記す。

第 1層 盛土 :層厚1.6m。 水田を畑とするた

め、地上げした盛土で、現在区画整理

事業事務所の駐車場となっている。

第 2層 旧耕土 :層厚15～ 20cm。 整地するまで

の耕作土である。

第 B層 床土 :層厚15～ 20cm。 耕土の床上であ

る。

第 4層 茶灰色細砂混シル ト:層厚10～ 15cm。

第 5層 黄茶色細砂家層厚20～ 25cm。 鎌倉時代

～室町時代に氾濫して堆積 した土層で

ある。

第 6層 暗灰色粘土 :層厚25～ 30cm。 この上面

を調査面とした。標高は7.8mを 測る。

第 7層 灰黒色粘土 :層厚15～ 20cm。 古墳時代

前期～中期に至る遺物がごく少量含ま

れている。

第 8層 青灰色粘土 :層厚50cm。 この上面を調

査面としたが、遺構は検出されなかっ

た。

8.00m
第 2調査面

第 1調査面

第163図 基本層序柱状図 (S〓 1/40)

Ⅱ 検出遺構 。出土遺物

第 6層 (第 2調査面)と 第 8層上面 (第 1調査面)の 2面を調査面とした。その結果、第 1

調査面では、遺構は検出しなかった。第 2調査面では、鎌倉時代～室町時代に比定される水田

面と溝 3条・水田面を検出した (第 164図 )。 出土遺物は、第 5層 と第 7層 内からごく少量出土

1

5

6

8
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第 1調査面

N860

D‐ d

側

DⅣ―el

溝

第 2調査面

第164図 第6調査区選構平面図
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第7節 第6調査区

している。第 5層 内からは鎌倉時代に比定される瓦器の椀を中心として、第 7層内からは古墳

時代前期～中期に比定される土師器・須恵器を出上 した。以下、検出した各遺構について記す。

なお、第 1調査面では遺構が検出していないので、除外 している。

1)第 2調査面 (鎌倉時代～室町時代)

水田

水田は、調査区の南部と北部では溝 (S D59)を境にして水田面に若干の高低差がみられる。

これは、 2筆の水田があることが考えられる。

清 (SD)

S D58

DⅣ ―dl区 で検出した。方向は東西方向を示し、東西はともに調査区外に至る。規模は検

出部で、幅18～ 21m、 深さ8 cmを 測る。断面は半円形を呈 し、内部には第 5層の土層が混入し

ている。遺物は、内部から古墳時代～鎌倉時代に至る土師器・須恵器・瓦器などの小片がごく

少量出土している。

S D59

DⅣ ―el区で検出した。方向は南北方向を示 し、規模は検出部で、幅0,6m以 上 lm未満、

深さ15cmを測る。断面は、半円形を呈する。内部にはS D58と 同様、第 5層 の土層と同一のも

のが堆積 している。遺物は、内部から古墳時代前期～鎌倉時代に至る土師器 。須恵器 。瓦器な

どの小片がごく少量出土している。

S D60

DⅣ ―el区で検出した。方向は東西方向を示すが、南肩は調査区外に至る。規模は検出部

で、幅15cm以上、深さ10cmを 測る。堆積土は、S D59と 同様である。遺物は出土していない。

2)遺構に伴わない出土遺物

第 3～ 5層内から出土 している。出土量はコンテナ箱 して約1/5箱分程度を教える。時期は、

古墳時代中期から鎌倉時代に至る遺物で、小片のため図示できなかったが器種の判定されるも

のは壺 。奏である。
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第 8節 第 7調査区

区画整理事業区域内の南東部に設定 した南北に長い調査区 (幅 2.5m× 長さ83m)で、当調

査研究会が実施 した第 6次調査の第 2調査区の西部へ約50mに 位置する。調査面積は期 .5ポ

を測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約1,2mま でに存在する土層内から普遍的にみられる 6層

を摘出して基本層序とした (第 165図 )。 現地表面は、標高8.6mを 測る。以下、各土層につい

て記す。

第 1層 耕土 :層厚10～ 15cm。 調査前までの耕作土である。

第 2層 灰褐色砂礫混細砂 :層厚 5～ 10cm。 近世の時期に一時的な氾濫 (東側に隣接する楠

根川からと考えられる)よ って堆積した土層である。

第 3層 淡灰褐色粘質シル ト:層厚30～ 40cm。 古墳

時代～中世の土器の小片をごく少量含む土

層である。

第 4層 暗灰色粘質土 :層厚15～ 20cm。 古墳時代前

期に比定される土器の小片が少量含まれて

いる。上面では、中世ごろの溝が切 り込ん
第 2調査面

でいる。上面は、標高8.Omを 測る。    ___
8.00m

2

第 5層 淡灰黄色シルト:層厚20～ 25cm。 この条面

を調査面とした結果、弥生時代後期末～古

墳時代前期に比定される遺構が切 り込まれ

ている。標高は7.9mを 測る。

第 6層 淡青灰色粘質シルト:層厚10cm以上。

第165図 基本層序柱状図 (S=1/40)

第 1調査面

工 検出遺構 。出土遺物

第 4層 (第 2調査面)と 第 5層上面 (第 1調査面)の 2面を調査面とした。その結果、第 1

調査面では、弥生時代中期に比定される自然河川 1条 (河川 7)、 古墳時代前期に比定される

井戸 1基 (SE2)・ 月ヽ穴 3個 (SPl～ SP3)・ 溝 3条 (S D61～ S D64)を検出した。

第 2調査面では、鎌倉時代に比定される溝 3条 (S D65～ S D67)、 江戸時代に比定される溝

1(S D68)条 を検出した (第 166。 167図 )。 以下、検出した各遺構について記す。
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第166図 第7調査区選構平面図
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1)第 1調査面 (弥生時代中期・古墳時代前期)

自然河川 (河川 )

'可

チ|17

FV― d8・ e9区で検出した自然河川である。方向は南東―北西方向を示す。規模は検出

部で、幅約 6m、 深さ2mを 測る。断面は、半円形を呈する。堆積土は、褐色礫砂・暗灰褐色

粘土 。暗褐色礫砂土・淡黄灰色礫混細砂 。青灰色粘土の 5層 に分けれる (第 168図)が、上層

部は、酸化鉄の上昇により色調が濃厚で堅くなっている。上面では弥生時代後期の南東―北西

方向に伸びるS D63・ S D64が河川と同じ方向で切 り込んでいる。遺物は、内部から畿内第Ⅳ

様式の壼 (1・ 2)。 畿内第V様式の壼 (3)な どの小片が少量出土 している (第 169図 )。

1

2

3

掲色礫砂

暗灰掲色粘土

皓掲色礫砂土

4 淡黄灰色礫混じり細砂

5 青灰色粘土

0

第168図 河,I17断 面図

20m

第169図 河,I17出 土追物実測図

井戸 (SE)

SE2

EV― j8区で検出した。平面は、隅九方形を呈する。規模は検出先で、東西1.4m、 南北

1,35m、 深さ1.05mを測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、上方から暗茶灰色粘土・淡

灰色シル ト・淡灰色粘土 。暗青灰色粘土の4層 で、第 2層以外は水平な堆積である。(第 170図 )。

遺物は、検出していない。
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7.50m

1 暗茶灰色粘質土

2 淡灰色シル ト

3 淡灰色粘土

4 皓青灰色粘土

0            1m

第170図  SE2平 断面図

第15表 濤 (SD)一覧表

溝 (S D61～ S D64)

4条 を検出した。方向はすべて南東一北西方

向を示す。規模は検出部で、幅36～ 260cm、 深

さ9～ 36cmを 測る。断面は、半円形を呈する。

堆積土は、暗褐灰色粘質シル ト・暗褐灰色細砂

混粘質土である。遺物は、出土 していない。以

下、各濤については第15表 に記す。

/1ヽ 穴 (SP)

SPl～ S P3

3個 を検出した。平面の形状には円形のもの

1個 (SPl)、 楕円形のもの 2個 (SP2・

SP3)が ある。規模は検出部で、径20～ 56cm、

深さ4～ 25cmを 測る。断面は逆台形を呈する。

堆積土は、暗茶褐色細砂混シル トである。遺物

は出上 していない。個々の法量については第16

表に記す。

* 単位 :cm

単位
第16表 小穴 (SP)一覧表

一

サ‐一浄4

抵

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D61 FV― d8 苗東―北西 半円形 260 11～ 36 暗褐灰色シル ト

S D62 FV― C8 南東―北西 半円形 9～ 14 暗褐灰色シル ト

S D63 FV― e8 南東―北西 半円形 24-33 暗褐灰色細砂混粘質土

S D64 FV― e8 南東―北西 半円形 暗褐灰色細砂混粘質土

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 考備

SPl FV― a8 円 形 U字形 暗茶褐色細砂混シルト

SP2 FV― d8 楕円形 U字形 暗茶褐色細砂混シルト

SP3 FV一 d8 楕円形 U字形 暗茶褐色細砂混シルト
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2)第 2調査面 (鎌倉時代 。江戸時代)

清 (S D65～ S D67)

4条を検出した。方向は東西方向のもの (1条 )、 南北方向のもの (2条)である。規模は

検出部で、幅20～42m、 深さ7～ 16cmを 測る。断面は逆台形を呈する。堆積土は、淡灰褐色粘

質シル トである。遺物は、内部から古墳時代～鎌倉時代に至る土師器・須恵器・瓦器などの小

片がごく少量出上 している。以下、個々の溝の法量などについては第17表 に記す。

第17表 濤 (sD)一覧表 * 単位 :cn

S D68

EV― g8～ j8区で検出した。方向・規模など詳細は、不明である。調査区内で確認され

た部分について記す。方向としては南側で溝の肩が確認されており、これを見ると、南東―北

西方向で楠根川の方向と平行する。規模は調査区内で27� 、深さ80cmを 測る。堆積土は、淡灰

褐色細砂混シル ト・暗灰褐色細砂混粘質土・暗緑灰色粘質土である。遺物は、内部から古墳時

代前期～江戸時代に至る土器の小片がごく少量出土している。

遺構香号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備    考

S D65 EV― j8

～FV一b8

南―北 逆台形 20～ 42 7～ 16 淡灰禍色粘質シルト

S D66 EV一 j8

～FV一 e8

南―北 逆台形 淡灰褐色粘質シルト

S D67 FV― e8 南―北 逆台形 25～ 38 9 淡灰掲色粘質シルト
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第 9節 第 8調査区

第 7調査区の南部から東部へ約30mに設定 した東西に長い調査区 (幅2.5m× 長さ19m)で

ある。調査面積は42.5m2を 測る。なお、調査区の南部には既設のヒユーム管が東西方向に埋設

されており、西側へ行 くに従いやや狭 くなっている。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約 lmま でに存在する土層内から普遍的にみられる 3層 を

摘出して基本層序 とした (第 171図 )。 現地表面は、標高8.5mを 測る。以下、各土層について

記す。

第 1層 耕土 :調査前までの耕作土である。

第 2層 淡灰褐色細砂混粘質土 :江戸時代ごろの条

里制の坪境の溝の堆積である。

第 3層 淡灰黄色シル ト:弥生時代後期～古墳時代

前期の遺構面で、上部は第 2層 の江戸時代

に削平されている。

8.00m

第171図 基本層序桂状図 (S=1/40)

Ⅱ 検出遺構・ 出土遺物

第 3層上面を調査面とした。その結果、江戸時代に比定される溝 1条 (S D69)を 検出した。

その溝の底部から弥生時代後期に比定される土坑 1基 (SK4)を 検出した (第 172図 )。

1)第 1調査面 (弥生時代後期)

土坑 (SK)

SK4

FⅣ ―fl区で検出した土坑で、 S D69の 底面から削平された状態で検出している。南部は

調査区外に至 り、平面の形状は、不明である。規模は検出部で、東西2.18m、 南北0.86m以上、

深さ13cmを 測る。断面は、浅い半円形を呈する。堆積土は、暗茶灰色粘質シル トの 1層である

(第 173図 )。 遺物は、内部から畿内第V様式に比定される壺 (1)。 奏 (2・ 3)・ 高杯

(4・ 5)の破片が出土している (第 174図 )。
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第9節 第患誰 顛

第1蒻套面 第2観踏面

E340

Ⅵ,1

幣e藤 竜納 薗

-2酌 ―

帥一Ｖ　・蜘
Ｆ

“

１
１

Ｎ

51n



Q

A'

7.80m

第173図  SK4検 出追物平面図及び断面図

第174図  SK4出土追物実測図
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第 9節 第 8調査区

第 1調査面
N140
F― f

N130
F〒 q

FⅥ-12

S P4
F WI― h2

⑬ S D70

S D71

GⅥ―a2
S K10

E312-一―

S D72 FⅥ―i2

Nl10

F― i

|

N100

F

1SK8

FM-92

SK6         くE》
SP5

SK7 S D74

N90
G― a

|

N80
G― b

|

N70
G― C

|GⅥ―b2 GⅥ―c2

S D75

N60
G― d

|GⅥ―d2 GⅥ―e2

ＳＰ‐◎

S D77

N50
G― e

| GⅥ―f2

第175図 第 9調査区遺構平面図 -261・ 262-



第9節 第8調査区

N140
F― f

|

N130
F― g

| FⅣ―h2

N120

F― h

|FⅣ―f2

溝側

E312-

N l10

F― i

|

S D81

FⅣ―,2

N100
F

|

２０

ｈ

Ｎ

Ｆ

FⅣ―i2 GⅣ―a2

第 2調査面

FW‐ g2

E312-

S D84

N90
G― a

|

N80
G― b

|

N70
G― c

|GⅣ―b2 GⅣ―C2

N60
G― d

|

GⅣ―e2

S D86

N50
G― e

|

GⅣ―f2

E312~~~

E312-――

匠 巨

―

S D87

N70
G― c

|

GⅣ―d2

5m

第176図 第 9調査区選構平面図

S D88 S D89 S D91
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第 9節 第 8調査区

2)第 2調査面 (江戸時代)

溝 (SD)

S D69

調査区全体で検出した。方向は東西方向を呈するが、南側と北側の溝肩は調査区外に至って

おり、溝幅などの大きさは不明である。ただ、南側の溝肩の一部が第 9調査区の北部で検出さ

れている。堆積土は基本層序の第 3層 に当たるものである。遺物は、内部から古墳時代～江戸

時代に至る土師器・須恵器・瓦器・瓦などの小片がごく少量出土している。

第10節 第 9調査区

第 8調査区の東端部から南へ伸びる南北方向に長い調査区 (幅2.5m× 長さ104m)で ある。

調査面積は206m2を 測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約 lmま でに存在する土層内から普遍的にみられる 5層 を

摘出して基本層序とした(第 175図 )。 現地表面は、標高8.6mを測る。以下、各土層について記す。

第 1層 耕土 :層厚10～ 15cm。 調査前までの耕作土である。

第 2層 淡灰褐色細砂混粘質土 :層厚10～ 15clll。 耕上の床土である。

第 3層 淡灰黄色細砂混シル ト:層厚10cm。 古墳時代～鎌倉時代に至る遺物がごく少量含ま

れる。この上面から江戸時代の遺構が切 り込まれている。

第 4層 茶灰色細砂混粘質シル ト:層 厚15～

20cm。 弥生時代後期末に比定される遺

物が少量含まれており、上面では鎌倉

時代の遺構が切 り込まれている。この

面を調査面とした。

第 5層 茶灰色～淡灰黄色シルト:層厚20cm以

上。弥生時代後期末の遺構が切 り込ま

れており、この上面を調査面とした。

Ⅱ 検出遺構・ 出土遺物

第 4層 (第 2調査面)と 第 5層上面 (第 1調査面)

調査面では、弥生時代後期末に比定される土坑 8基

第177国  基本層序柱状図 (S=1/40)

の 2面を調査面 とした。その結果、第 1

(SK5～ S K12)・ 月ヽ穴 7個 (SP4～

1

2

5

第 1調査面

第 2調査面

8.00m
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S P10)。 溝10条 (S D70～ S D79)。 土器集積 2箇所を検出した (第 176図 )。 第 2調査面で

は、鎌倉時代～室町時代に比定される溝13条 (S D80～ S D91)と 、第 3層上面から切 り込む

江戸時代以降の溝 1条 (S D92)を 検出した (第 177図 )。 以下、各遺構についてに記す。

第 1調査面 (弥生時代後期末 )

土坑 (SK)

SK5

FⅣ ― f2・ g2区で検出した。平面の形状は東西ともに調査区外に至 り、不明である。北

部は撹乱している。規模は検出部で、東西2.3m以 上、南北6.lm、 深さ10～ 15cmを 測る。断面

は、逆台形を呈する。堆積土は、暗茶灰色シル トである (第 180図 )。 遺物は、内部から畿内第

V様式に比定される壷 (1)・ 甕 (2～ 6)・ 鉢 (7・ 8)。 器台 (9)。 高杯 (10～ 13)な

どの破片が少量出土 している (第 181図 )。

SK6

FⅣ ―g2・ h2で検出した。平面の形状は東西ともに調査区外に至 り、不明である。規模

は検出部で、東西2.3m以 上、南北8。 lm、 深さ16～ 24cmを測る。断面は逆台形を呈し、底面に

は小穴 2個がある。規模はSP4が径54cm、 深さ12cm、 SP5が径34cm、 深さ38cmを それぞれ

測る。堆積土は、灰茶褐色細砂混シル トであ

る。遺物は、内部から畿内V様式に比定され

る壼 (14)・ 甕などの小片が少量出土 してい

る (第 178図 )。

SK7

FⅣ ― j2区で検出した。平面はほぼ円形

を呈 し、 S D73を 切っている。規模は検出部

で、径 1.8m、 深 さ34cmを 測る。断面は半円

形を呈する。堆積土は、暗茶褐色微砂質土で

ある (第 179図 )。 遺物は、内部から畿内V様

式に比定される甕などの小片がごく少量出土

している。

SK8

FⅣ ― j2・ GⅥ ― a2区で検出した。平

面の形状は東西 ともに調査区外に至 り、不明

である。西部ではSK9に よって一部切 られ

酵   司
14

0               1 ocm

SK6出土通物実測図

Ｏ

Ａ

1 暗茶褐色微砂質土

0            1m

第179図 SK7平 断面図

-266-



IX30 SI筆80T等

田撃ぷ坤撃箪覇■浮S I画面l建

Ⅲ

9縛

韮
―
市



―-99Z――

離鶏群嶺0】S ttlBI歳

0

| ¬ ヱ
〆

ぺ 
「

T

Ⅲ貶   |     プ



第10節 第 9調査区

A'

0                1m

―

…

第182図  SK8検 出遺物平面図及び断面図

ている。規模は検出部で、東西2.3m以上、南北1.lm、 深さ 8 cmを 測る。断面は、浅い半円形

を呈する。堆積土は、暗茶褐色細砂礫混シル トである (第182図 )。 遺物は内部の東側底部で集

積した土器を検出した。土器は弥生時代後期末に比定される長顕壼 (15)・ 壼 (16～ 19)・ 鉢

(20・ 21)。 器台 (23～ 26)な ど小片である (第183図 )。

SK9

GⅥ ―a2区で検出した。平面の形状は西部が調査区外に至 り、不明である。南部はSK8
を切っている。規模は検出部で、東西ユ.lm、 南北0.6m、 深さ17.8cmを 測る。断面は、半円形

を呈する。堆積土は、淡青灰色シル トである (第184図 )。 遺物は、内部から畿内第V様式に比

定される奏などの小片が少量出土 している。

S K10

GⅥ ―a2区で検出した。平面の形状は東西ともに調査区外に至 り、不明である。規模は検

出部で、東西2.2m、 南北 1(西)～ 3.lm(東 )、 深さ18～ 28cmを 測る。断面は、浅い半円形

を呈する。堆積土は、淡灰黄色細砂混シル トである (第 186図 )。 遺物は、内部から畿内第V様

N100

|

N99

|

1 暗茶褐色細砂礫混シル ト

―-269-―



0× 劉

第183図  SK8出 土造物実測図

式に比定される土器の小片が少量出土 している。

S Kll

GⅥ ―b2区で検出した。平面の形状は西部の一部が調査区外に至っているが、楕円形を呈

する。規模は検出部で、東西 lm以上、南北1,lm、 深さ15cmを 測る。断面は、半円形を呈す

る。堆積土は、淡茶褐色シル トである (第 185図 )。 遺物は出土 していない。

S K12

GⅥ ―d2区で検出した。平面の形状は西部が調査区外に至 り、不明である。規模は検出部

で、東西 2m以上、南北2.2m、 深さ50cmを 測る。断面は、半円形を呈する。堆積土は、淡灰

褐色粘質シル ト・暗茶褐色シルト混粘土 (炭 を少量含む)である (第 187図 )。 遺物は、内部か

ら畿内第V様式に比定される壷 (27)・ 奏 (28・ 29)・ 鉢 (30)・ 高杯 (31)土器の小片が少

量出土 している (第 188図 )。
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E312

③

A
8.10m

…

¬
Jm

第184国  SK9平 断面図

1 淡茶褐色シル ト

坐,. .1___」
m

第185図  S Kll平断面図

1 淡青灰色シル ト

1 淡灰黄色細砂混シル ト

2m

第186図  S K10平断面図

-271-



N64

|

N65

|

A
7.80m

―

        χ

茨 十~~~渤
1 淡灰褐色粘質ンル ト

2 暗茶掲色シル ト混粘土

(炭 を少量含む)

第187図  S K12平断面図

0            1m

Ж

1

(;;;F::::::そ

〔fi〔〔ぐ《てや:::::「
「

:::::::iそ

((|ゝ28

第188図  S K12出土遺物実測回
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第10節 第9調査区

溝 (SD)

S D69

FⅣ ―h2区で検出した。方向は南東―北西方向を示す。規模は検出部で、幅1.12m、 深さ

25～ 37cmを 測る。断面は半円形を呈する。堆積土は、淡責茶色細砂混シル ト・暗茶橙色細砂混

シル トである (第 189図 )。 遺物は、内部から壼などの小片がごく少量出土 している。

S D70

FⅥ ―h2区で検出した。 s D71に切られ、方向は S D69。 S D71と 同じである。規模は検

出部で、幅0.8～ 1.06m、 深さ25～ 35cmを 測る。断面は、半円形を呈する。堆積土は、淡灰福

色砂礫混砂質土・淡灰色細砂である (第189図 )。 遺物は、内部から畿内第V様式に比定される

壺 (32・ 33)・ 奏などの破片が少量出土 している (第 190図 )。

S D71

FⅥ ―h2区で検出した。方向はS D69・

S D70と 同 じで、S D70を 切る。規模は検出

部で、幅1.3m、 深さ40～ 44cmを 測る。断面

は、半円形を呈する。堆積土は、淡灰茶色砂

礫混砂質土・淡灰褐色細砂混粘質土・淡灰色

細砂である (第 191図 )。 遺物は、内部から畿

内第V様式に比定される壼 (34)・ 奏 (35～

39)・ 高杯 (40～ 43)な どの破片が少量出土

an

第190国  S D70出土遺物実測図

1 淡灰掲色砂礫混砂質土

(礫 を多く含む)

2 淡灰色細砂

0            1m

第189図  S D70断面図

1 淡灰茶色砂礫混砂質土

(礫 を多く含む)

2 淡灰掲色細砂混粘質土

3 淡灰色細砂

ヒ_________Lm

第191図  S D71断面図

している (第192図 )。

S D72

FⅥ -12区 で検出した。方向は南東―北西方向を示す。規模は検出部で、幅0,7～ 1.2m、

8.00m
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20cm

＼    |    た5

0           1m

第193国  S D72断面国

~~t 42

第192図  S D71出土追物実測図

深さ24cmを 測る。断面は、浅い楕円形を呈

する。堆積土は、暗灰色微砂シル トの 1層

である。遺物は、内部からV様式の奏の河ヽ

片がごく少量出上 している。

S D73

FⅥ ― i2・ j2区で検出した。平面の

形状は「コ」の字形で、東辺がSK7に よ

って一部切られている。規模は検出部で、

幅 1～ 1.4m、 深 さ 5～ 31cmを 測る。断面

は、半円形を呈する。堆積土は、暗灰青色細砂混シル トである (第 194図 )。 遺物は、内部から

畿内第V様式に比定される壼 (44～ 46)。 奏 (47・ 48)な どの小片がごく少量出土 している

(第195図 )。

S D74

GⅥ ―a2区 で検出した。方向は、南東―北西を示す。規模は検出部で、幅22cm、 深さ 5 cm

を測る。断面は、半円形を呈する。堆積土は、茶褐色シル トである。遺物は出土 していない。

S D75

GⅥ ―a2区で検出した。方向は、南東―北西方向を示す。規模は検出部で、幅0,75(東 )

～1.3m(西 )、 深さ14cmを 測る。断面は、半円形を呈する。堆積土は、茶褐色シル トである。

遺物は出土 していない。

1 皓灰青色細砂混シル ト

-274-



� 露

第194図  S D73出 土追物実測図

S D76

GⅥ ―C2区で検出した。方向は南東―北西方向を示 し、

る。規模は検出部で、幅0.6～ lm、 深さ14～ 35cmを測る。

断面は、半円形を呈する。堆積土は、淡茶褐色粘質土であ

る。遺物は出土 していない。

S D77

GⅥ ―C2区で検出した。平面の形状は西を主軸とした

円弧を描き、西部の調査区外に至る。 S D76を切っている。

規模は検出部で、幅30cm、 深さ3～ 6 cmを 測る。断面は、

半円形を呈する。堆積土は、暗灰色微砂混シル トである。

西部 の一部 は S D77に切 られてい

遺物は、庄内式中相に比定される庄内式甕 (49)な どの小片が少量出土 している (第 195図 )。

S D78

GⅥ ―e2区で検出した。方向は南東―北西方向を示 し、南東部は調査区内で途切れ、北部

｀

出 52

0                   10cm

第10節 第9調査区

1

0                    1 0cm

第195図  S D77出土追物実測図

51

第196図  S D78出 土遺物実測図

-275-



＼ /
第197図  S D79出 土追物実測図

は調査区外に至る。規模は検出部で、幅20cm、 深さ3～ 6 cmを 測る。断面は、半円形を呈する。

堆積土は、淡灰褐色細砂混シル トである。遺物は、内部から畿内第V様式に比定される長頚壷

(50)。 甕 (51・ 52)。 有子し鉢 (53)な どの破片が少量出土している (第 196図 )。

S D79

GⅥ ―f2区で検出した。北部・西肩は西部の調査区外に至る。南部は第10調査区に至 り、

南部は調査区外に至る。規模は検出部で、幅50伽 (第 10調査区の測定)、 深さ5～ 14cmを 測る。

断面は半円形を呈 し、底面には起伏がみられる。遺物は、内部から畿内第V様式に比定される

壼 (54・ 55)。 高杯 (56)な どの破片が少量出土している (第 197図 )。

/1ヽ穴 (SP)

SP6～ S P10

5個 を検出した。平面の形状は、調査区外に至る小穴を除いてすべて円形を呈する。規模は

検出部で、径34～ 70cm、 深さ12～ 35cmを 測る。断面の形状は、半円形及びU字形を呈する。堆積

土は、暗灰色粘質土及び暗灰茶色細砂混粘質土である。遺物は、内部から畿内第V様式に比定さ

れる弥生式土器の小片がごく少量出土している。以下、個々の小穴の法量などは第18表 に記す。

第18表 小穴 (SP)一覧表 * 単位 i cnl

遺構番号 地  区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

SP6 FⅥ ―h2 半円形 暗灰茶色細砂混粘質土

SP7 GⅥ ―a2 円 形 U字形 暗灰茶色細砂混粘質上

SP8 GⅥ 一d2 円 形 半円形 70 暗灰茶色細秒混粘質土

SP9 GⅥ 一e2 円形 半円形 暗灰茶色細砂混粘質土

S P10 GⅥ ―f2 円形 半円形 暗灰茶色細砂混粘質土
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第10節 第9調査区

2)第 2調査面 (鎌倉時代～江戸時代)

溝 (SD)

S D69

FⅣ ―f2区で検出した。方向は東西を示し、東西はともに調査区外に至る溝で、南肩の一

部は撹乱し、北部では第 8調査区で底面を検出している。規模は検出部で、幅 4m以上を測る。

深さは、第 8調査区の最深で約50cHlを 測る。堆積土は、淡褐灰色粘質土である。遺物は、弥生

時代後期から江戸時代に至る遺物の小片がごく少量出土している。

S D80～ S D92

13条 を検出した。方向には東西方向のもの 7条、南北方向のもの 6条がある。規模は検出部

で、幅16～ 90cm、 深さ6～ 24cmを測る。断面は逆台形を呈する。堆積土は、淡灰褐色粘質上で

ある。遺物はごく一部でしか出土していないが、数条の溝内には、古墳時代～鎌倉時代に至る

遺物の小片がごく少量出土 している。以下、各溝の法量は第19表 に記す。

第19表 濤 (SD) 単位 i cm

遺構番号 地  区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D80 FⅥ 一g2 東一西 半円形 6 淡仄褐色粘質土 S D81を 切る。

S D81 FⅥ 一f2

～GⅥ ―d2

南一北 半円形 16々-84 5～ 24 淡灰褐色粘質土 S D80に 切られ、SD
83・ 34・ 87と 切合う

S D82 FⅥ―,2 南一北 半円形 5 淡灰褐色粘質土

S D83 FⅥ―i2

GⅥ ―a2

南一北 半円形 30´-54 3～ 15 淡灰褐色粘質土 S D81と 切合う。

S D84 GⅥ―,2 東―西 半円形 25～ 41 3～ 7 淡灰禍色粘質土 S D83と 切れ合う。

S D85 GⅥ ―a2

～e2

南―北 半円形 5 淡灰禍色粘質土 S D88に 切られ、SD
87と 切合う。

S D86 GⅥ 一c2 南―北 半円形 4 淡灰鴇色粘質土

S D87 GⅥ 一c2 東一西 半円形 28-40 淡灰福色粘質土 S D81と 切合う

S D88 GⅥ 一e2 東―砥 半円形 7～ 10 淡灰禍色粘質土 S D85を 切る。

S D89 GⅥ 一e2 東―西 半円形 5～ 8 淡灰褐色粘質土

S D90 GⅥ 一f2 東―西 半円形 ■～15 淡灰禍色粘質土

S D9ユ GⅥ 一f2 東―西 半円形 6～ 10 淡灰褐色粘質土

S D92 GⅥ 一f2 南一北 半円形 22´ヤ34 9～ 13 淡灰禍色粘質土
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第10節 第 9調査区

o                                        20cm

第201図 遺構に伴わない出土遺絢実測図 3
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第10節 第9調査区

3)遺構に伴わない出土遺物

第 2～ 4層 内から出土している。出土量は、コンテナ箱にして約 4箱分である。時期は、弥

生時代後期～鎌倉時代に至るもので、第 2層内から鎌倉時代のもの、第 3層 内から古墳時代前

期のもの、第 4層 内から弥生時代後期末を中心に出土している。特に第 4層 内から出土する弥

生土器が大半を占める (第 198図 )。 以下、図示できたものについて記す (第199～ 203図 )。 第

4層 内から出土したものは、畿内第V様式に比定される無頸壷 (57)。 広口壼 (58・ 59)・ 長

頸重 (60・ 61)・ 壺 (62～ 65・ 69～ 75)・ 奏 (66・ 68・ 76～87)・ 鉢 (67・ 96～ 98)。 有孔鉢

(99)。 器台 (100・ 102～ 105)・ 高杯 (101・ 106～ 121)で ある。その他には、長方形の砥石

2点がある。122は縦16cm、 横 6 clll以上 (片側欠損)、 厚み 30mを 測る。123は縦7.8cm、 横 4 cm、

厚み2.5cmを 測る。第 3層 内から出上 したものは、古墳時代前期 (庄内式中相)に比定される

庄内式甕 (88～ 90)。 その他の養 (91～95)である。

122

第203図 遺構に伴わない出土追物実測図5
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第11節 第11調査区

第 9調査区の南端部に設定 した東西に長い調査区 (幅2.5m× 長さ45m)である。調査面積

は112.5m2を 測る。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約1.2mま でに存在する土層内から普遍的にみられる6層 を

摘出して基本層序とした(第204図 )。 現地表高は、標高8.6mを測る。以下、各土層について記す。

第 1層 耕土 :層厚10～ 15cm。 調査前までの耕作土である。

第 2層 明灰茶色シル ト混粘質土 :層厚10～ 15cm。 耕上の床土で、内部には近世の遺物がご

く少量含まれている。

第 3層 灰茶色細砂混粘質土 :層 厚20～ 25cm。

鎌倉時代～室町時代に至る遺物を少

量含む。この上面から江戸時代の遺

構が切 り込まれている。

第 4層 灰茶色粘質土 :層厚20～ 25cm。 古墳

時代前期に比定される土器の小片が

含まれ、上面では、鎌倉時代に比定

される溝が切 り込まれている。    8.00m

第 2調査面

第 1調査面

第 5層 暗灰色粘質土 :層厚10～ 15cm。 弥生

時代後期に比定される土器が含まれ   第204国 基本層序柱状図 (S=1/40

る。

第 6層 淡灰色～淡灰褐色シル ト:層厚15cm

以上。弥生時代後期の遺構が切 り込

んでおり、この上面を調査対象面と

した。上面は標高7.9mを 測る。

Ⅱ 検出遺構 と出土遺物

第 4層 (第 2調査面)と 第 6層 (第 1調査面)上面の 2面 を調査面とした。その結果、第 1

調査面では、弥生時代後期末に比定される小穴 1個 (S Pll)、 溝 2条 (S D79。 S D93)を

検出した。第 2調査面では、鎌倉時代ごろの溝 6条 (S D94～ S D99)、 江戸時代以降の溝 1

条 (S D100)を 検出した (第207図 )。 以下、各遺構について記す。

1

3

4

-284-



1)第 1調査面

/1ヽ穴 (SP)

S Pll

GⅥ ―f4区で検出した。上面はS D100に 削られてい

る。平面の形状は、楕円形を呈する。規模は検出部で、径

64～ 80cm、 深さ20cmを測る。断面は、逆凸形を呈する。堆

積土は、暗茶褐色粘質シル トの 1層 である。遺物は、内部

から畿内第V様式に比定される奏 (1)な どの小片がごく

少量出土している (第 205図 )。

清 (SD)

S D79

1 灰茶色粘質土

第206図 S D93平断面図

-285-

第11節 第11調査区

第205図  S Pll出土遺物実測図

GⅥ ―f2区で検出した。第 9調査区から継続する溝である。詳細なことは第 9調査区で記

載しているので、ここでは省略する。

S D93

GⅥ ― f2区で検出した溝で、平面の形状が方形 (東西辺2.6m)に 巡 り、北側は調査区外

7.90m

３‐

‐

‐

‐
Ｂ

３‐

‐

‐

ＡＡ

0           1m
l     I



に至 り、全体の形状は不明である。規模は検出部で、幅28～ 46cm、 深さ5～ 1lcmを 測る。断面

は、半円形を呈する。堆積土は、灰茶色粘質土である (第 206図 )。 遺物は出土 していない。

2)第 2調査面

溝 (SD)

S D94～ S D99

6条 を検出した。方向は、 S D97以外のものすべて東茜方向を示す。 S D97は北部に主軸の

ある円弧を描 き、北部の調査区外に至る。規模は検出部で、幅0,1～ 2.68m、 深さ4～ 25cmを

測る。断面は逆台形を呈し、内部には灰茶色粘質土が堆積 している。遺物は、内部から古墳時

代～鎌倉時代に至る遺物の小片がごく少量出土している。以下、各溝の法量などについては第

20表 に記す。

第20表 濤 (SD)一覧表 * 単位 :伽

S D100

調査区の東部 (GⅥ ― f3～ f5区)で検出した大きな溝状の遺構である。第 3層上面から

の切 り込みで、方向は、南北方向に伸びるものと考えられる。南北ともに調査区外に至る。ま

た、東部 (楠根川が隣接)の溝肩は検出できなかった。堆積土は、灰茶褐色粘質土・暗灰色細

砂混粘質土 (径 3～ 5 cmの 礫を含む)。 灰褐色粘質土 (ご く少量の細砂を含む)・ 淡茶灰色粗

砂混シルト・灰茶色細砂混粘質土・茶灰色細砂混シルト・灰色シルトと淡灰黄色細砂の互層で

ある。遺物は、内部から古墳時代～江戸時代に至る土師器・須恵器・瓦器・瓦・陶磁器などの

小片がごく少量出土している。

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D94 GV― 0 東―西 半円形 6 灰茶色粘質土

S D95 GV― 0 東一西 半円形 4 仄茶色粘質土

S D96 GⅥ ―fユ 円弧 半円形 8 灰茶色粘質土 東部は撹乱 している。

S D97 GⅥ ― 1 東―西 半円形 6 灰茶色粘質土 S D96と 切合う

S D98 GⅥ ― 1 東―西 半円形 10以上 8 灰茶色粘質土 S D97と 切合う。

S D99 GⅥ ―f2

-f3

東 ―西 半円形 268 灰茶色粘質土 S D 101に 切られ、西

部は途切れている。
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第11節 第11調査区
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3)遺構に伴わない出土遺物

第 2～ 5層 内から出土 している。時期は弥生時代後期～近世に至るもので、出土量はコンテ

ナ箱にして約 1箱分を数える。特に第 5層 と第 6層 内からの出土遺物が大半を占めている。以

下、図示できたものについて記す (第 208。 209図 )。 第 6層 から出土したものとしては、弥生

時代後期前半に比定される壺 (2～ 7)。 高杯 (23～ 26)で ある。第 5層 から出土 したものと

しては、弥生時代後期後半に比定される壷 (3)・ V様式甕 (10。 11)・ 鉢 (18～ 22)、 古墳時

代前期 (庄内式)に比定される庄内式奏 (9。 12～ 16)。 甕 (17)。 高杯 (27)で ある。第 3層

から出土 したものとしては、奈良時代に比定される須恵器の杯蓋 (28)で ある。

26

28

0

第209図  通構に伴わない出土通物実測図 2
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第 1調査区 第1調査区

遺物番号

図版番号
器 種 阻

ｍ
地点

器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

l

(土師詢

包含層

雉
径

最

底

18 3

22
体都は下位に最大径をもつ偏平な球形であ

る。底部はやや尖出した小さな平底。口縁部
は欠損。
外面ナデ、内面摩耗の為調整不明瞭。

外 乳茶褐
色

内 暗茶褐
色

3 mm以下の

長石等の秒
粒を少量含
む。

良好

2

ノ＼ノ＼

同上

包含層

口 径  168
器 高 17.5
最大径  184

球形の体部から屈曲し、外上方へ外反して
伸びる国縁部に至る。端部は九い。底部は九
底。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面上位タタ
キ (4利 後ハケナデ (6本)、 下位ハケナ
デ (6本)、 内面ヘラ削り。

淡茶褐色 3nr以下の

角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好 体部の外面
下位に媒付
着。

3

ノ(プ＼

同上

包含層

国 径 142 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる国縁部に至る。端
部は上につまむ。体部中位以下は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)、 内面ヘラナデ。

褐灰色 0 5mm以下
の角閃石等
の砂粒を少
量含む。

良好

4 同上

包含層

口 径 170 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

伸びる国縁部に至る。端部は上につまむ。体
部は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ
(5本)、 内面ナデ。

褐茶色 0 5 mm以下
の角閑石等
の砂粒を少
量含む。

良好

5 同上

包含層

日 径 328 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は上につまむ。体部中位以下は欠損。体部内
面に2本の接合痕を有する。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(5本)、 内面ヘラ削り。

褐茶色 2 5 mIF以 下
の長石・角
閃石等の砂
粒を多量に

含む。

良

6

アヽプ＼

同上

包含層

口 径  184 斜内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ伸びる口縁部に至る。端部はつまみ
上げる。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(6本)、 内面ヘラ削り。

外 淡茶褐
色

内 暗茶褐
色

3 mm以下の

角閃石・長
石等の砂粒
少畳含む。

良好 体部の内面
に炭化物付
着。

7 同上

包含層

口 径  236 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ伸びた後屈曲して上方へ伸びる日縁
部に至る。端部は九い。体部中位以下は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ
(5本)後ナデ、内面ナデ。

外 淡茶褐
色

内 淡灰茶
色

4 mn以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良好

8 鉢
(上師翻
包合層

日 径 18.4 口縁部は上外方へ伸び、端部は九い。体部
は欠損。
端部ヨコナデ、日縁部内外面ナデ。

淡灰茶色 l mm以下の

砂粒を少量

合む。

良好

9

椀蜘陣

底 径  52 底部は平らで、断面U字形の高台が付 く
体部は欠損。

内外面回転ナデ。

淡緑仄色 精良。 良好 内外面に緑
釉付着。
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 詞 土 焼 成 備 考

1

ノヽプ＼

(土師器)

SⅥ「1

口 径  155 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は九
い。体部は欠損。頸部内面に1本の接合痕を

有する。
端部攪面ヨコナデ、日縁部内外面ヘラミガ

キ。

淡茶灰色 4 1nm以 下の

長石・雲母

等の砂粒を

微量含む。

良好

2

ノヽアヽ

同上

SWユ

口 径  15,0 口縁部は上外方へ大きく外反して伸び、端

部はやや上につまむ。体部は欠損。日縁部外
面に1本の接合痕を有する。
口縁部外面ヘラミガキ、内面ヨヨナデ。

外 淡茶褐
色
淡灰茶
色

内

4 mI「以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

3

アヽプ＼

同上

SM「 1

最大径 119 体部は撮平な球形である。底部は尖り底。
日縁部は欠損。体部内面下位に1本の接合痕
を有する。
内外面摩耗の為不明瞭。

淡茶橙色～

孝1灰茶色

3 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量合む

良好

4 同上

S瓢「1

最大径  140 体部は球形である。底部は丸底で、焼成後
の穿孔がみられる。日縁部は久損。
外面摩耗の為不明瞭、内面指ナデ。

淡灰褐色 4 mm以下の

長石・角閃
石・石央等
の砂粒を少
量含む。

良好

5 同上

SW l

口 径 122 日縁部は上外方へ外反して伸び、端部は丸
い。体部は欠損。
内タト面崇J離の為調整不明際。

淡茶灰色 3 mm以下の

砂粒を多量
に含む。

良

6 同上

SW 1

口 径 95
器 高 153
最大径 136

球形の体部から屈曲し、上外方へ伸びる国

縁部に至る。端部は九い。底部は九底。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面上位ヘラ

ミガキ、中位ハケナデ (7本)、 下位タタキ

後ヘラミガキ、内面ヘラ削り。

淡灰茶色 3 mm以下の

雲母 長石

角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

7

ノ＼ノヽ

同上

S M11

日 径 129 内上方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し、
上方へ内湾して伸びる日縁部に至る。端部は

九い。体部中位以下は欠損。
国縁部内外面ハケナデ (外 6本 内 7本)、

体都外面ハケナデ (8本)、 内面ナデ。

外 淡茶橙
色

内 淡灰茶
色

6 Hln以 下の

長石・角閃
石・石英・

雲母等の砂
粒を多量に

合む。

良

8

八九

同上

SWl

回 径  166 上内方へ外反して伸びる票部から屈曲し、

斜上方へ外反気味に伸びた後屈曲して上方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は九い。体部は欠

損。
国縁部内外面ヨコナデ、頸部内面ナデ、体

部外面ハケナデ、内面ヘラ削り。

乳灰茶色 4 1Bm以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

9

八九

同上

SMIl

□ 径 128 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上方へ外
反して伸びた後堀由して外上方へ伸びる口縁

部に至る。端部はつまみ上げる。体部中位以

下は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面摩耗の為

調整不明瞭、内面指ナデ。

外 淡茶褐
色

内 淡灰茶
色

4 1al以 下の

長石・石英
雲母・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好

同上

SW 1

頸都径 ■ 0

最大径 264
上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、

外上方へ伸びる。口縁部・体部下位は欠損。

体部内面上位に1本の接合痕を有する。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(5本)、 内面上位ナデ、中位ヘラ削り。

淡灰茶色 2 Hm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良 体部外面中
位に黒班有(

11 同上

SW 1

底 径  56 体部上位・口縁部は欠損。体部は外上方ヘ

伸びる。底部は突出した平底。
内外面ハケナデ。

淡茶灰色 4 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好 外面 に黒班

有。

同上

1SW

底 径 41 体部上位以上は欠損。底部はやや突出した

上げ底。底面に葉脈痕がみられる。
外面ナデ、内面指押え後ナデ。

淡赤褐色 5 5 mtn以 下
の長石・石
英等の砂粒
を少量含む

良好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼 成 備 考

(上師器)

SW 1

底 径  5.4 体部は斜上方へ伸びる。底部はやや突出し
た上げ底。口縁部・体部は欠損。
体部外面摩耗の為調整不明瞭、内面ヘラナ

デ、底面ナデ。

外 淡灰茶
色
淡茶灰
色

内

4 mn以下の

長石 石英
角閃石等の

砂粒を少量
合む。

良好

同上

SWl

底 径  76 体部上位以上は欠損。体部は外上方へ内湾
気味に伸びる。底部は突出した上げ底。
体部外面ヘラミガキ、内面ナデ、底部外面

ヨコナデ、底面ヘラナデ。

淡灰褐色 4 nll以 下の

石央 。長石
等の砂粒を
少量含む。

良好

同上

SW]

底 径 36 体部上位以上は久損。体部は外上方へ内湾
して伸びる。底部はやや突出した平底。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

淡灰褐色 3m以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良 外面に黒班

有。

同上

SW 1

底 径  74 体部は上外方へ内湾気味に伸びる。底部は
突出しない平底。
外面摩滅の為調整不明瞭、内面ヘラ削り。

外 淡灰茶
色
暗褐灰
色

内

lm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

17 同上

SW l

底 径  70 体部上位以上は欠損。体部は外上方へ内湾
して伸びる。底部は突出しない平底。
内外面ナデ。

乳灰褐色 4 1nm以 下の

角閃石・石
英等の砂粒
を少量含む

良 外面に黒班
有。

奏
(上師器)

SM「 1

口 径 15.2 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端都
は九い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)、 内面ヘラ削り。

暗灰茶色 3 ala以 下の

長石 雲母
角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

19

八九

同上

SⅥ「1

口 径 136 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
外上方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は九い。体部は欠損。
日縁部内外面・体部外面ヨヨナデ、内面ヘ

ラ肖Uり 。

乳灰褐色 l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

SW 1

日 径  160 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は九
い。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

暗灰茶色 3 mm以下の

雲母・長石
角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SWl

口 径 100 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は外傾する面をもつ。体部は欠韻。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)後ハケナデ(8利 、内面ヘラ削り。

褐灰色 3m以下の

角閑石・雲
母等の砂粒
を少量含む

良好

同上

SWl

口 径 150 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(4獨 、内面ヘラ削り。

暗茶褐色 4 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

23

八九

同上

SWl

口 径 146 上内方へ内湾して仲ぴる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は外傾する面をもつ。体部中位以下は欠損。
日縁部内外面・顕部外面ヨヨナデ、体部外

面タタキ (4わ 、内面ヘラ削り。

淡灰茶色 4 Hm以下の

雲母・長石
等の砂粒を
少畳含む。

良好 口縁部外面
体部外面中
位に煤付着

24

八九

同上

lS hI

口 径 156 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は九い。体部中位以下は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(5本)後ハケナデ (11莉 、内面ヘラ削り。

外 ▼し灰茶
色

内 淡茶灰
色

4 mm以下の

角閃石・長
石等の砂粒
を少量含む

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

占
竺
局

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼 成 備 考

25

八九

甕

(上師わ

SⅥ「1

日 径  16.4 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は九い。体部中位以下は欠損。口縁部外面に
1本の接合痕を有する。
口縁部外面タタキ ?、 内面ヨコナデ、体部

外面タタキ (4本)、 内面ヘラ削り。

外 褐灰色

内 乳褐灰

色

2m以下の

砂粒を少量
含む。

良好

26

八九

同上

SⅥ「1

口 径  170 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる日縁部に至る。端

部は九い。体部中位以下は欠損。
口縁部内外面・頸部外面ヨコナデ、体部外

面上位タタキ(4本)、 中位ハケナデ (10本 )、

内面ナデ。

営茶褐色 2m4以下の

雲母・角閃
石等の砂粒
を多量に含
む。

良好

同上

SW 1

口 径 150 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。

口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面摩耗の為
調整不明瞭、内面ナデ。

暗茶褐色 2 mm以下の

雲母 長石

角閃石等の

砂粒を多量
に合む。

良好

同上

SヽV 1

口 径 150 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面摩耗の為
調整不明瞭、内面ナデ。

唇茶褐色 3 mm以下の

長石・角閃
石・_‐母等
の砂粒を少
量合む。

良好

同上

SWl

口 径  16.0 口縁部は斜上方へ伸び、端部は九い。体部
は久損。
内外面ヨヨナデ。

淡灰褐色 5■lm以下の

雲母 。長石
等の砂粒を

少量含む。

良好

同上

SWl

口 径 164 上内方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方ヘ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端言騨ま丸い。
体部は欠損。
国縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ヘラ削り。

暗茶褐色 lm以下の

雲母等の砂
粒を少量含
む。

良好

八 九

同上

SWl

口 径 150 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端

部は九い。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ、

内面ヘラ削り。

淡褐灰色 2 mn以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良好 Ⅲ面に煤付

同上

s Mrl

口 径 142 口縁部は上外方へ外反気味に伸び、端部は

九い。体部は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

淡茶掲色 0 5 mm以下
の雲母等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SW 1

日 径 16.8 口縁部は上外方へ外反気味に伸び、端部は

九い。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡灰褐色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

SヽV 1

ロ 径 162 口縁部は外上方へ外反して伸び、端部は九
い。体部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ヘラ削り。

暗灰茶色 21m以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好

35

九 〇

同 上

SW l

口 径 150 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、

斜上方へ伸びる口縁部に至る。端部は丸い。
体都中位以下は欠損。

国縁部内外面ヨコナデ、体都外面上位タタ
キ (3本)、 中位摩耗の為調整不明瞭、内面
ヘラ肖Uり 。

暗灰茶色 3 mm以下の

長石 雲母
角閃石等の

砂粒を少量

合む。

良好

同上

SWl

口 径 152 内上方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方ヘ

外反気味に伸びる日縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ、
内面ヘラ削り。

暗灰茶色 4 mm以下の

長石 雲母

角閑石等の

砂粒 を少量

含む。

良好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

甕

(土師器 )

SM「 1

口 径 142 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
斜上方へ伸びる国縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)後ハケナデ (7本)、 内面ヘラ肖Uり 。

淡茶褐色 3 mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を
少量含む。

良好 体部外面に

媒付着。

九 〇

同上

SWl

径

径大

口

最
14 4

17 4

球形に近い体部から屈曲し、斜上方ヘタト反
気味に伸びる口縁部に至る。端部は外傾する
面をもつ。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(6本)後ハケナデ (8本)、 内面ヘラ首Uり 。

茶褐色一黒
褐色

4 mm以下の

長石・角閃
石 雲母・

赤褐色酸化
粒等の砂粒
を多量に合
む。

良好 体部外面に

媒付着。

同上

S M11

口 径 150 口縁部は上外方へ外反気味に伸び、端部は
上につまむ。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ヘラ削り。

掲灰色 4 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SW 1

口 径 15,4 口縁部は斜上方へ外反気味に伸び、端部は
つまみ上げる。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

暗茶褐色 5 mm以 下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好

同上

S lh1 1

口 径 155 内上方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は上につまむ。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(4本)、 内面摩耗の為調整不明瞭。

乳灰茶色 4 mm以下の

雲母等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

SW 1

日 径 150 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ外反気味に伸びる日縁部に至る。端
み上げる。体都は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内

面ヘラ削り。

タト 茶赤褐
色
淡灰掲
色

内

3剛以下の

雲母・長石
角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SⅥ「 1

口 径  162 回縁部は斜上方へ伸び、端部は上につまむ
体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶灰色 4 mle以 下の

長石・雲母

等の砂粒 を

多量に含む

良好

44

九〇

同上

SヽAた 1

口 径  153 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
外上方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端
部は上につまむ。体部は久損。

口縁部外面タタキ後ヨコナデ、内面ヨコナ
デ、体部外面タタキ (4本)、 内面ヘラ削り。

淡灰茶色 2 mR以下の

雲母 長石
角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SヽV I

口 径 151 口縁部は斜上方へ外反して伸び、端部は上
につまみ、外側に凹面がみられる。体部は欠
損。
内外面ヨコナデ。

淡灰茶色 l mm以 下の

長石等の砂
粒を微量含
む。

良好

同上

SWl

日 径  124 日縁部は外上方へ伸び、端部は上につまむ。
体部は欠損。

内外面ヨコナデ。

乳灰茶色 l mm以 下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好

47

九 〇

同上

SWl

口 径 160
最大径 196

球形と思われる体部から屈曲し、斜上方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は外側に面をもつ。
体部下位は欠損。体部内面上位に1本の接合
痕を有する。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面上位タタ
キ (5本)、 中位タタキ後ハケナデ (10本 )、

内面ヘラ削り。

淡茶灰色 4 5 mm以下
の長石・角
閃石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

lS MI

口 径 142 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ伸びる口縁部に至る。端部は上につ
まむ。体部中位以下は欠損。
国縁部内タト面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)、 内面ヘラ削り。

淡灰茶色 3 mm以下の

長石 雲母

角閃石等の

砂粒 を少量

含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器

土

ｍ，

出

＜ｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

九 〇

甕
(土師器)

SWl

径
高
径大

国
器
最

球形の体部から屈曲し、斜上方へ外反気味
に伸びる口縁部に至る。端部はつまみ上げる。
底部はやや尖り底。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面上位タタ

キ (5本 )、 中位ハケナデ (6本)、 下位タ
タキ (6本)後ハケナデ (6本 )、 内面ヘラ

削り、底部内面指頭痕。

淡茶灰色 5 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好 完形。
体部外面下

位に媒付着

九 〇

同上

SWl

口 径 174
器 高 210
最大径 224

球形の体部から屈曲し、斜上方へ伸びる口

縁部に至る。端部はやや上につまむ。底部は

やや尖り底。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面上位タタ

キ (4本)、 下位ハケナデ (10本 )、 内面ヘ

ラ肖Uり 。

淡茶褐色 6剛以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

R好 外面に煤付
着。

同上

SヽVl

口 径 184 口縁部は外上方へ外反して伸び、端部は上

につまむ。体部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ヘラ肖」り。

淡灰褐色 2 Hun以 下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

九 〇

同上

SヽVl

径

高

径大

国

器

最

球形の体部から屈曲し、斜上方へ伸びる国

縁部に至る。端部は九い。底部は九底。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)後ハケナデ (10本 )、 内面ヘラ削り。

暗茶掲色 3 5 mm以下
の角閃石・

雲母・長石
等の砂粒を

少量含む。

良好 体部外面中
位以下に煤
付着。

同上

SWl

□ 径 内上方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し

斜上方へ伸びる国縁部に至る。端部は九い。

体部は欠損。
国縁都タト面ヨヨナデ、内面ハケナデ(8本 )、

体部外面ハケナデ、内面ヘラ削り。

淡茶褐色 2 mn以下の

長石 .石英

等の砂粒を

少量含む。

良好ス

同上

SM「 ]

国 径 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる国縁部に至る。端

部は九い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(8本)、 内面ヘラ削り。

外 淡茶灰

色

淡灰茶

色

内

2 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

55 同上

SWl

口 径 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は丸い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(4本)後ハケナデ (9本)、 内面ヘラ削り。

暗灰茶色 3 mm以下の

雲母・長石
等の秒粒を

少量含む。

良好 外面に煤付

着。

同上

SWl

日 径 146 口縁部は上外方へ内湾気味に伸び、端部は

丸い。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶掲色 l nm以 下の

雲母等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

SヽVユ

口 径 166 口縁部は上外方へ内湾して伸び、端部は上

につまむ。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

暗茶褐色 l nm以 下の

角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

SWl

日 径 152 内上方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端都
は九い。体部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(4本)、 内面ヘラ削り。

乳褐灰色 3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 体部外面に

煤付着。

同上

SヽVl

口 径 168 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部はや

や上につまむ。体部は欠損。
口縁部外面ヨヨナデ、内面ヨコナデ後ハケ

ナデ (4本)、 体部内面ヘラ削り。

灰茶色 6 mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を

少量含む。

良好

九 〇

同上

S M11

口 径 129
器 高 162
最大径 162

やや偏平な球形の体部から屈曲し、上外方
へ内湾気味に伸びる国縁部に至る。端部は外
傾する面をもつ。底部は九底。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(10本 )、 内面ヘラ削り、底部内面指押え後
ヘラ削り。

淡灰茶色 3 mm以 下の

雲母 長石

角閃石等の

砂粒 を少量

含む。

良好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 詞 胎 土 焼  成 備 考

甕
(土師器)

SM「 1

口 径 130 国縁部は上外方へ伸び、端部は九い。体部
は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶赤色 15以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

SW 1

口 径 150 日縁部は外上方へ伸び、端部は九い。体部
は欠損。
内外面ヨコナデ

乳灰茶色 3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

63

九一

同上

SヽV l

口 径 132 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ内湾して伸びる国縁部に至る。端部
は九い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)、 内面ヘラ削り。

乳褐灰色 2 mm以下の

雲母 長石
角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

同上

S llI 1

口 径 174 口縁部は上方へ外反して伸び、端部はつま
み上げる。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶灰色 l Hm以 下の

長石等の砂
粒を微量に
含む。

良好

同上

S蝋ゝ

口 径  96 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ伸びる国縁部に至る。端部はつまみ
上げる。体部中位以下は欠損。

国縁部内外面ヨコナデ、体部内外面摩耗の
為調整不明瞭。

乳灰茶色 3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

66

九一

同上

S M11

径

径大

国

最

17 6

23 1

上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
外上方へ外反して伸びた後屈曲して上外方へ

伸びる国縁部に至る。端部は九い。体部中位
以下は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ
(7莉 、内面ヘラ音Uり 。

乳掲灰色 3 mF以下の

長石・雲母

等の砂粒 を

少量合 む。

良肯 体部外面中
位に煤付着

同上

SW 1

口 径 160 斜上方へ伸びる体部から屈曲し、外上方へ

伸びる国縁部に至る。端部は内方に肥厚する。
体部中位以下は欠損。瀬戸内系の特徴をもつ。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ
(9本 )、 内面ハケナデ (9本)後指頭痕。

暗茶褐色 2 mm以下の

雲母・角閃
石 長石等
の砂粒を少
量含む。

良好

68

九 一

鉢

(土師器 )

Sh l

口 径 104
器 高 53
底 径 26

半球形の体部から上外方へ伸びる日縁部に
至る。端部は九い。底部はやや突出した窪み
底。
外面タタキ (2本)、 内面ヘラナデ、底面

ナデ。

乳灰茶色 5 1un以下の

雲母・長石
等の砂粒を
少量含む。

良好 外面に黒班
有。

同上

Sヽゝ

□ 径  110 上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、上
外方へ外反して短く伸びる口縁部に至る。端
部は鈍く尖る。底部は欠損。

国縁部内外面ヨコナデ、体部タト面摩耗の為
調整不明瞭、内面ナデ。

淡茶褐色 l mm以 下の

長石・角閃
石・石英・

雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好

70

九 一

同上

SWl

口 径 340 上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、上
外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部は
外傾する面をもつ。底部は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ
(12勺 、内面摩耗の為調整不明瞭。

淡茶褐色 7 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

九 一

高杯

(土師器 )

SヽV 1

底 径 165 杯底部は外上方へ伸びる。脚部は下外方へ

伸びる柱状部から屈曲し、外下方へ開く裾部
に至る。端部は九い。杯部は欠損。裾部に四
方孔を有する。
杯底部内外面ナデ後ハケナデ、柱状部外面

ヨヨナデ、内面ヘラによるくりぬき・指押え、
裾部内外面ハケナデ (外 6本・内 7本)。

淡茶灰色 l mm以 下の

雲母 長石
角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

(土師器)

1可ナ|11

口 径 82 口縁部は上外方へ伸び、端部は九い。体部
は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶灰色 l mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器   種

土

Ｄ

出

くｃ

地点

器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎    土 焼  成 備 考

(土師器)

1可

'1

口 径 158 口縁部は上外方へ伸び、端部は九い。体部
は欠損。
内外面ヨヨナデ。

乳茶橙色 l mm以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良好

甕

(土師器 )

1膏丁ナ111

口 径 130 口縁部は外上方へ外反して伸び、端部は九
い。体都は欠損。
内外面ヨコナデ。

橙茶色 l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良

同上

河川 1

口 径 110 日縁部は斜上方へ伸び、端部は上につまむ。
体部は欠損。

内外面ヨヨナデ。

外

内
褐黒色
灰茶色

l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

1可

'1

ロ 径 17 1 口縁都は外上方へ伸び、端部はつまみ上げ
る。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡灰茶色 05m以下
の長石等の

砂粒を微量
含む。

良好

九 一

高杯

(土師器 )

1可

'1

□ 径 14 4 平らに近い杯底部から上外方へ内湾して伸
びる日縁部に至る。端部は内方に肥厚し、内
傾する面をもつ。脚部は下外方へ伸びる柱状

部に至る。裾部は欠損。
杯部外面ハケナデ (16本)後ナデ、内面摩

耗の為調整不明瞭、柱状部外面ナデ、内面ヘ

ラによるくりぬき。

橙茶色 1 5 mm以下
の砂泣を多
量に含む。

良好

78

九 一

同上

1可 ナ||]

底 径 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸びる柱状都
から屈曲し、外方に開く裾部に至る。端部は

丸い。
杯底部内面・柱状部外面ナデ、内面ヘラに

よるくりぬき、裾部内外面ヨコナデ。

淡橙茶色 0 5 nH以下
の長石等の

砂粒を少量

含む。

良好 裾部内外面
に媒付着。

同上

河川 1

底 径 107 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反して伸び

る柱状部から裾部に至る。端部は九い。脚部
中位に三方子しを有する。
外面摩耗の為調整不明瞭、柱状部内面ヘラ

によるくりぬき、裾部内面タタキ (5本)。

淡橙茶色 0 5 mm以下
の赤褐色酸
化粒 長石
雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好

(土師器)

1可

'2

口 径 162 口縁部はタト上方ヘタト反して伸び、端部は外
側に面をもつ。体部は欠損。
端部内外面ヨヨナデ、回縁部内外面摩減の

為調整不明瞭。

淡茶灰色 l mm以下の

長石・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量合む。

良好

同上

1可 ナ|12

国 径 176 口縁部は上外方へ内湾して伸び、端都は丸
い。体部は欠損。
外面ヘラミガキ、内面摩滅の為調整不明瞭。

外 淡茶灰
色

内 灰黒色

2 mm以下の

雲母・赤褐
色酸化粒等
の砂粒を少
量含む。

良好

九 二

同上

河川 2

口 径 128 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ内湾気味に伸びる国縁部に至る。端

部は九い。体部は欠損。口縁部外面に2本の

接合痕を有する。
国縁都外面ヨコナデ、内面ハケナデ(6本 )、

体部外面ハケナデ (8本)、 内面ヘラ削り。

淡灰茶色 l mm以下の

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

同上

河川 2

国 径 126 国縁部は上方へ外反して伸び、端部は上外
方へつまみ出し、上に凹面をもつ。体部は欠

損。
端部内外面ヨヨナデ、口縁部外面ヘラミガ

キ、内面ナデ。

茶灰色 l mm以 下の

角閃石・雲

母・長石等

の砂粒 を多

量に含む。

良好 外面にヘラ

記号有。

九 二

同上

河川 2

径□ 口縁部は上方へ伸びた後屈曲して外上方へ

大きく開く、端部は丸い。体部は欠損。
口縁部外面上位ヘラミガキ後放射状暗文、

他はヘラミガキ。

乳茶灰色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好
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第 2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

点

高

地

器
雌
ｍ

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎    土 焼  成 備 考

小型重

(土師器 )

1可チ 2

口 径 96 偏平な球形の体部から屈曲し、上方へ伸び
る口縁部に至る。端部は内傾する面をもつ。
底部は欠損。

口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ナデ、内
面ヘラナデ。

乳茶橙色 1,6 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

良

86

(土師器)

'可

)12

底 径 96 体部上位以上は欠損。体部は外上方へ伸び
る。底部は突出しない平底。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ナデ。

外 暗灰褐
色

内 暗 茶
色

2 5 mm以下
の長石・雲
母等の砂粒
を少量含む

良 外面に煤T・l

着。

驚

(土師器 )

1可サ|12

日 径 17 1 内上方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は九い。体部は欠損。口縁部外面に1本の接
合痕を有する。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ
(5本)、 内面ヘラナデ。

外 黒褐色
内 暗茶褐

色

l mm以下の

長石等の砂
粒を多量に
含む。

良好

同上

ヱ可,12

口 径  174 斜内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は外側に
凹面をもつ。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体郡外面タタキ

(4本)後ハケナデ、内面ヘラ削り。

外 黒褐色
内 暗灰茶

色

05逃以下
の長石・角
閃石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

1可ナ|12

口 径 と36 口縁部は斜上方へ外反気味に伸び、端部は
上につまむ。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

外 淡茶灰
色

内 乳褐灰
色

l mm以 下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好 外面に煤Il

着。

同上

i可ナ12

口 径 160 口縁部は上外方へ外反して伸びる。端部は
上につまむ。体部は欠損。

国縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ヘラ削り。

灰掲色 2 mm以 下の

長石・角閃

石等の砂粒

を少量含む

良好

同上

1可ナ12

□ 径 134 口縁部は斜上方へ外反気味に伸び、端部は
やや上につまむ。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡灰褐色 4 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

1可チ112

口 径 163 国縁部は斜上方へ伸び、端部は九い。体部
は欠損。日縁部外面に1本の接合痕を有する。
口縁部外面ヨヨナデ、内面ハケナデ(8本)。

外 暗茶掲

色

内 乳茶褐

色

0 5 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に合む。

良好

同上

1可ナ112

口 径 口縁部は斜上方へ伸び、端部は上につまむ。
体部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

淡灰掲色 0 5 mm以下

の石英等の

砂粒 を微量

に含む。

良好 タト面に煤T・l

着。

同上

1可サ12

口 径 150 口縁部は上外方へ伸び、端部は上につまみ
上げ、外傾する面をもつ。体部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

褐灰色 l mm以 下の

雲母等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

1可ナ12

日 径  139 口縁部は外上方へ伸び、端部は上につまみ、
外傾する面をもつ。体部は欠損。
外面ヨコナデ、内面ハケナデ (6本)。

晴茶褐色 0 5 mm以下
の角閃石・

長石等の砂
粒を多量に
含む。

良好 外面に煤Il

着。

同上

1可ナ|12

□ 径 178 日縁部は外上方へ伸び、端部は上につまむ。
体部は欠損。

口縁部外面ヨヨナデ、内面ハケナデ(6本)

淡灰褐色 0 5 mm以下
の長石・角
閃石等の砂
粒を多量に
含む。

良好 「ヨ縁 郡外面

上位 に煤
/1

着。

97 同上

1可チ12

日 径 275 口縁部は上外方へ伸び、端部は内方につま
み、外傾する面をもつ。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

暗灰褐色 0 5 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

甕

(土師器 )

河川 2

口 径 156 口縁部は上外方へ内湾気味に伸び、端部は

九い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

暗褐灰

色

灰褐色内

2 mm以下の

雲母等の砂
粒を少量含
む。

良好

九 二

同上

1可 ナ12

口 径 109 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

伸びる国縁部に至る。端部は上方へ長く拡張

する。体部は欠損。吉備地方の酒津式の時徴
をもつ。
端部外面4FJ状 ヨコナデ、体部内面ヘラ削り、

他はヨコナデ。

淡褐灰色 0 5 nm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

鉢

(上師器 )

1可サ12

口 径 266 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ内湾気味に伸びる口縁部に至る。端

部は九い。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部タト面ヘラミガ

キ、内面ヘラ削り。

淡灰褐色 05m以下
の長石・角
閃石等の砂
粒を少量含
む。

良好 体部外面に

煤付着。

同上

1丁 サ12

口 径 306 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は九い。体部は欠

損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

掲灰色 31m以下の

石英・長石

等の砂粒を

少量含む。

良好

九二

器台
(土師器)

1可ナ112

径
高
径

口
器
底

受部は外上方へ内湾して伸び、端部は九い。
脚部は斜外方へ伸びる。端部は九い。脚部上

位に三方孔を有する。
受部外面上位ヘラミガキ、下位ヘラ削り、

内面ヘラミガキ後放射状暗文、脚郡外面ヘラ
ミガキ、内面ハケナデ (6本)。

乳茶灰色 2 mm以下の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

1可ナ112

口 径 92 受部は上外方へ内湾して伸び、端部は九い。
脚部は欠損。
受部外面ヘラミガキ、内面ヘラミガキ後放

射状暗文。

洗橙茶色 0 5 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

同上

1可

'12

底 径 脚部は斜外方へ伸びる。端部は九い。受部

及び脚部下位は欠損。脚部に四方孔を有する

外面ヘラミガキ、内面ハケナデ (11本)。

淡茶灰色 l mm以下の

長石等の砂
粒を微量含
む。

良好

高杯

(土師器)

1可ナI12

口 径 206 杯底部から斜上方へ伸びる国縁部に至る。

端部は九い。脚部は久損。

外面ヘラミガキ、内面ヘラミガキ後放射状

暗文。

淡茶灰色 1剛以下の

長石等の砂
粒を微量含
む。

良好

106 同上

1可ナ12

口 径 239 平らな杯底部から屈曲し、斜上方へ伸びる

日縁部に至る。端部は九い。脚部は欠損。
杯部外面上位ヨヨナデ、下位ヘラミガキ、

内面ヘラミガキ後放射状暗文。

乳褐茶色 0 5 mm以下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

1可 ナ12

底 径 148 杯部及び柱状部は欠損。裾部は外下方へ大
きく開く。端部は九い。裾部上位に穿孔を有
する。
外面ヘラミガキ、内面ハケナデ (10本)。

褐橙色 0 5 mtn以 下
の長石・雲
母等の砂粒
を多量に含
む。

良好 裾部外面上

位に煤付着

甕

(上師器)

1可ナI14

口 径 14.8 口縁部は外上方へ伸び、端部は九い。体部
は欠損。
外面ハケナデ、内面ヨコナデ。

淡灰褐色 6 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

同上

1可サ14

径□ 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し

外上方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端

部は九い。体部は欠損。
日縁部外面ハケナデ後ヨコナデ、内面上位

ヨヨナデ、下位ハケナデ (9本 )、 体部外面
タタキ (5本)後ハケナデ (8本)、 内面上

位ハケナデ (8本)、 中位ヘラ削り。

淡灰褐色 1 5 mm以下
の雲母・長
石等の砂粒
を少量含む

良好
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第2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

養

(土師約

1可サ14

口 径  140 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
外上方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端
部は九い。体部は欠損。頸部内面に1本の接
合痕を有する。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ
(1レ慟 、内面ヘラ削り。

淡茶褐色 4 mm以下の

石英・長石
等の砂粒を
少量含む。

良好

九二

同上

'可

川 4

口 径  162
最大径  2.0

球形と思われる体部から屈曲し、外上方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部は久
損。

日縁部外面ハケナデ (13本)後 ヨコナデ、
内面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ (12本)、

内面ヘラ削り。

外 淡褐灰
色

内 褐灰色

3 mm以下の

長石 石英
角閃石・雲
母等の砂粒
を少量含む

良好 口縁部外面
体をL外面上
位に煤付着

同上

1可

'十

4

回 径 18.2 上内方へ仲ぴる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は外傾す
る面をもつ。体部は久損。
口縁部外面ヨコナデ、内面ハケナデ(6本)

体部クト面ハケナデ (9本)、 内面ヘラ肖Uり 。

暗茶褐色 4 5 mle以 下
の角閃石・

長石等の砂
粒を多量に
含む。

良好 外面に煤I・l

着。

同上

河川 4

口 径 口縁部は上外方へ伸び、端部はつまみ上げ
外に面をもつ。体部は欠損。口縁部外面に 1

本の接合痕を有する。
外面ヨコナデ、内面ハケナデ (8本)。

淡茶褐色 2 mln以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

1可 )114

口 径 180 口縁部は上外方へ伸び、端部は上につまみ
上げ、外に面をもつ。体部は欠損。

口縁都外面ヨコナデ、内面ヨヨナデ後ハケ
ナデ、体部内面ヘラ削り。

暗茶掲色 21m以下の

雲母・長石
等の砂粒を
少量含む。

良好 外面に煤f・l

着。

同上

1町チ114

口 径  17.8 口縁部は斜上方へ外反気味に伸び、端部は
つまみ上げる。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

暗茶褐色 3 mm以下の
雲母 石英
長石等の砂
粒を少量合
む。

良好 外面に煤付
着。

同上

1可ナ|14

口 径 190 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部はやや上につまみ、
外に面をもつ。体部は欠損。

日縁部外面タタキ、内面ハケナデ (9本)、

体部外面タタキ (5め 、内面ヘラ削り。

淡原褐色 2 mm以下の
雲母・長石
等の砂粒を
少量合む。

良好

117

九二

有孔鉢
(土師約

1可ナ|14

最大径 150 断面U字形の杯体部から口縁部に至る。口
縁部端部は欠損。底部は尖り底。底面中央に
穿孔を有する。
外面タタキ (4本)、 内面ハケナデ(7本 )。

掲灰色 5 mm以下の

長石・石英
等の砂粒を
少畳含む。

良好

118

九二

(上師器)

包合層

日 径  162 体部上位が半球形の体部から屈橋し、上外
方へ伸びる日縁部に至る。端部は外につまみ
出す。体部下位は欠損。
日縁部内外面・体部外面上位ヨヨナデ、中

位ハケナデ (7本)、 内面ヘラ削り。

乳灰色 2 mm以下の

砂粒を多量
に含む。

良好

同上

包含層

口 径  120 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は上につまみ、外
に面をもつ。体部中位以下は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、他はナデ。

外 淡茶褐
色
淡黒褐
色一淡
茶褐色

内

2 mm以下の

長石・雲サ
等の砂粒を
少量含む。

良好

同上

包合層

底 径 102 体部上位以上は欠損。体部は斜上方へ伸び
る。底部は突出しない平底。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ヘラ削り。

淡茶灰色 2 mm以下の

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好 底部外画に
黒班有。

霊

(土 師約

包含層

日 径 185 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
外上方へ伸びる口縁部に至る。端部は九い。
体部中位以下は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ
(5本)後ハケナデ (7本)、 内面ヘラ削り。

茶褐色 2.5 mm以下
の角閃石・

石英・雲母
等の砂粒を

多量に合む

良
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遺物番号

図版香号
器 種

出 土

(cr)

点

高

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

122 養
(上師器)

包含層

口 径  166 口縁部は斜上方へ外反して伸び、端部は九
い。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

褐茶色 2 5 nd4以 下

の長石・雲

母等の砂粒

を多量に合
む。

良

同上

包含層

口 径 156 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる日縁部に至る。端部は鈍く尖
る。体郡は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(5本)後ハケナデ (8本)、 内面ヘラ削り。

外 淡茶灰
色

内 淡茶褐
色

3 mm以下の

長石・雲母

等の砂粒を

少量含む。

良好

124 同上

包含層

日 径 134 口縁部は斜上方へ外反して伸び、端部は上

につまみ、外に面をもつ。体部は欠損。
内クト面ヨコナデ。

外 淡赤褐
色

淡灰褐
色～淡
黒褐色

内

2 nH以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包含層

□ 径 130 口縁都は上外方へ伸び、端部はつまみ上げ
る。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 淡黒褐
色

内 淡茶灰
色

3 mm以下の

長石 石英
雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好

126 同上

包合層

口 径 146 上内方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は丸い。体部は欠

損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(5本)、 内面ヘラ削り。

淡灰茶色 3■ ln以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良好

127 同上

包含層

口 径 198 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、

斜上方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端

部はつまみ上げる。体部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(7本)、 内面ヘラ削り。

淡灰褐色 3 1un以 下の

角閃石 。長
石等の砂粒
を多量に含
む。

良好

同上

包合層

口 径 17.0 日縁部は上外方へ外反して伸び、端部は外

傾する面をもつ。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

乳灰色 3 mm以下の

長石・石英

等の砂粒を

少量含む。

良好

129 同上

包含層

口 径 13.8 口縁部は斜上方へ伸び、端部はつまみ上げ
る。体部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

外 淡茶褐
色

内 乳茶褐
色

2 nH以下の

長石・角閃
石・石英等
の砂粒を多
量に合む。

良好

130 同上

包含層

口 径 143 口縁部は斜上方へ外反して伸び、端郡は九
い。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

暗茶褐色 0.5 mm以下
の角閃石等
の砂粒を少
量合む。

良

九 二

同上

包含層

口 径 201 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、

斜上方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端

部は上につまみ上げ、外に面をもつ。体部中

位以下は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(6本)後ハケナデ (11本 )、 内面ヘラ削り。

淡茶褐色 3 1un以 下の

長石・雲母

等の砂粒 を

多量 に含む

良好

同上

包含層

口 径 24.2 内上方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方ヘ

外反気味に伸びる日縁部に至る。端部は外傾

する面をもつ。体部は久損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

外 淡茶灰
色
淡灰色内

3 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

133

九二

同上

包含層

口 径 185
器 高 211
最大径 212

球形の体部から屈曲し、外上方へ外反して

伸びる国縁部に至る。端部は上につまむ。底

部は九底。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(8本)、 内面摩耗の為調整不明瞭。

暗茶褐色 3 mm以下の

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良 体部外面に

煤付着。
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第2調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

奏

(土師器 )

包含層

最大径 17.8 口縁部は欠損。体部は偏平な球形である。
底部はやや尖り気味の底。
外面タタキ (5本)、 内面ヘラ削り。

外 淡茶灰
色
淡茶褐
色

内

l mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好 体部外面中
位以下に煤
付着。

135 同上

包含層

口 径 139 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は九い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面摩耗の為

調整不明瞭、内面ヘラ削り。

乳茶灰色 1 5 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

良

186 同上

包含層

口 径 136 内上方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

S字状に伸びる日縁部に至る。端部は九い。
体吉礫ま欠損。東海地方の特徴をもつ。
日縁部内外面ヨヨナデ、体都外面タタキ

(6本)、 内面摩耗領為調整不明瞭。

乳仄色 0 5 mm以下
の砂粒を多
量に含む。

良好 口縁部外面
に煤付着。

137 同上

包合層

口 径  146 口縁部は上外方へ内湾気味に伸び、端部は

内方に肥厚し、内傾する面をもつ。体部は欠

損。
内外面ヨコナデ。

灰橙色 0 5 nln以 下
の砂粒を多
量に含む。

良好 口縁部外面
に煤Tl着。

同上

包含層

口 径 27,8 口縁部は上外方へ短く外反して伸びた後屈
曲して、上方へ伸びる日縁部に至る。端部は

上に面をもつ。体部は欠損。山陰地方の特徴
をもつ。
外面剖離の為FIB整不明瞭、内面ヨコナデ。

外 茶褐色
内 淡茶褐

色

4.5 mnl以下
の長石・石
英・角閃石
等の砂粒を

多量に合む

良

鉢
(土師詢

包含層

底  径  3.2 体部上位以上は欠損。底部は突出しない平
底。

内クト面ナデ。

淡茶褐色 4 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

140 器台
(上師器)

包合層

口 径 96 受部は外上方へ内湾して伸び、端部は上に
つまむ。脚部は欠損。
外面ヨコナデ、内面摩耗の為調整不明瞭。

橙茶色 3 mm以下の

長石等の砂
粒少量含む

良

同上

包含層

口 径 106 受部は外上方へ内湾して伸び、端部は上に
つまむ。脚部は欠損。
外面ヨコナデ、内面摩耗の為調整不明瞭。

外 茶橙色

内 乳褐色

0 5 mm以下
の砂粒を多
量に含む。

良好

九 二

同上

包合層

底 径  95 受部は外上方へ内湾して伸びる。端部は欠

損。脚部は下外方へ伸び、端部は九い。脚部
中位に五方の円孔を有する。

受部外面ハケナデ ?、 内面ヨコナデ、脚部

外面ハケナデ ?、 内面しぼり目。

乳茶橙色 0 5 mm以下
の石英等の

砂粒を多量
に含む。

良好

九三

同上

包合層

底 径 161 受部は欠損。脚郡は斜下方へ外反して開く。
端部は面をもつ。脚部外面上位に1本のに接
合痕を有する。
内外面上位ナデ、中位以下ハケナデ(9本 )。

外 淡灰褐
色

内 茶褐色

5 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好 内面中位以
下に煤Tl着

高杯
(土師器)

包合層

口 径 235 平らな杯底部から屈曲し、上外方へ短く伸
びた後屈曲して外上方へ内湾気味に伸びる日

縁部に至る。端部はつまみ上げ、外側に凹面
をもつ。脚部は欠損。杯底部外面に1本の接

合痕を有する。
杯部外面ヘラミガキ、杯底部外面・杯部内

面剖離の為調整不明瞭。

外 茶褐色
内 乳茶褐

色

3 mn以下の

長石等の砂
粒少量含む

良

同上

包含層

底 径 153 杯部及び脚部上位は欠損。脚部下位は外下

方へ開く。端部は九い。
内外面ヨヨナデ。

橙茶色 15以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好
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第 3調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cln) 器高
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

1

(土師器)

河
'I15

口 径 120 口縁部は上外方へ伸び、端部は九い。体部
は欠損。
内外面ヘラミガキ。

暗赤褐色 lnm以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良好

2 甕
(上師器)

河ナI15

口 径 15,0 口縁部は斜上方へ外反気味に伸び、端部は

上につまみ、外側に凹面をもつ。体部は欠損。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ヘラ肖Uり 。

外 黒仄色
内 淡茶褐

色

2 mm以下の

長石 雲母

角閑石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

3 器台
(土師器)

河
'I15

口 径 受部は欠損。脚部は外下方へ開く。端部は

九い。
外面ヘラミガキ、内面ハケナデ (8勺 。

乳茶灰色 2 nnl以 下の

長石 雲母

角閃石の砂
粒を微量含
む。

良好

4 高杯
(土師器)

河
'十

15

底 径 170 平らな杯部から屈曲し、上外方へ伸びる国

縁部に至る。端部は九い。脚部欠損。
内クト面ヘラミギキ。

暗灰褐色 3 mm以下の

角閑石等の

砂粒を少量

含む。

良好

5 同上

1可ザ15

口 径 152 杯部は斜上方へ伸びる日縁部に至る。端部
は丸い。杯底部・脚部は欠損。
内外面ヘラミガキ。

乳茶褐色 21m以下の

石英等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

1可ザ|15

底 径  9,7 杯部及び桂状部は欠損。裾部は

'卜

下方へ外

反して開く。端部は九い。裾部上位に四方孔

を有する。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

淡茶褐色 3 Hun以 下の

長石・雲母
等の砂粒を

微量含む。

良好

7 同上

SK3

口 径 140 杯部は上外方へ内湾して伸びる口縁部に至

る。端部は九い。杯底部以下は欠損。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

乳茶褐色 6 1un以 下の

石莫・長石
等の砂粒を

少量含む。

良好

8

九二

同上

SK3

径
高
径

口
器
底

平らな杯底部から上外方へ内湾して伸びる

日縁部に至る。端部は九い。脚部は下外方へ

伸びる桂状部から屈曲し、外下方へ外反して

開く裾部に至る。端部は外傾する面をもつ。

柱状部下位に三方孔を有する。

杯部外面上位ヨコナデ、柱状部内面くりぬ

き、他はナデ。

乳茶橙色 2 mn以下の

長石・石英
等の砂粒を

多量に合む

良好 杯部内外面
上位に黒班
有。

9 重

(須恵器 )

SK3

口 径 142 口縁部は上外方へ外反して伸びた後屈曲し

て上方へ外反して伸びる。端部は外方に肥厚
し上に面をもつ。口縁部の屈曲部外面は大き

く突出た稜がみられる。体部は欠損。

内外面ヨコナデ。

乳灰褐色 3 Hun以 下の

石英・雲母
等の砂粒を
微量含む。

良好

羽釜

(瓦質)

S D39

国 径 18.8 口縁部は上方へ伸び、端部は上に面をもつ。

日縁部外面付近には水平に短く伸びる鍔が巡

る。端部は面をもつ。体部は久損。
口縁部内外面上位ヨヨナデ、外面下位ヘラ

削
‐
り、内面下位ハケナデ (6本)。

外 暗灰掲
色

内 淡灰色

4 mln以 下の

長石・角閃
石・石英等
の砂粒を少
量含む。

良好

高杯

(土師器)

包含層

底 径 106 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸びる柱状部
から屈曲し、外下方へ開く裾部に至る。端部
は九い。柱状部下位に四方孔を有する。

内外面磨耗の為調整不明瞭。

暗茶橙色 2Hm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

杯蓋
(須恵器)

包含層

口 径  130
稜 径 126

天丼部から斜上方へ伸び、稜に至る。稜は

痕跡あり。日縁部は下方へ伸び、端部は内傾

する凹面をもつ。天丼部は欠損。

内外面回転ナデ。

淡灰色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好 ロクロ左方
向。
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第 4調査区

第 5調査区

遺物番号

図版番号
器    種

点

高

地

器

土

ｍ＞

出

くｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 土 焼  成 備 考

1

九二

鉢
(瓦質)

包合層

底 径 210 杯部上位は欠損。杯体部は平底の底部から
屈曲し、上外方へ伸びる。底部の外側付近に
円柱形の高台が三方ないしは四方に付く。
体部外面上位ヘラナデ、下位ヘラ削り、内

面ハケナデ (6本)、 高台ナデ。

淡茶色 3 mm以下の

長石・赤褐
酸化粒等の

砂粒を多量
に含む。

良好

2

九二

鉢

(磁器 )

包含層

底 径  31 杯体部は欠損。底部は若干丸みがみられ、
底部

'襴
に断面方形の高台が付く。

底部内面に花形の刻印がみられる。
内外面回転ナデ。

乳緑色 精良。 良好 ロクロ左方
向。

第4調査区

第5調査区

遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器

土

ｍｊ

出

ぐｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

1

椀醐
ＳＤ５４

回 径 半球形の体部で、口縁部端部は僅かに外奮
して九く終わる。底部は欠損。
外面ナデ、内面ヘラミガキ。

黒灰色 l mm以下の

砂粒 を微量

含む。

良好

杯
(土師器)

S D55

口 径 98 杯体部から外上方へ伸び、日縁部に至る。
端部は九い。底部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体都外面ナデ・指
頭痕、内面ナデ。

淡茶褐色 2 mm以下の

長石・雲母

等の砂粒 を

微量含 む。

良好

3 同上

S D55

口 径 110 上外方へ内湾する杯体部から僅かに屈曲し
た後、斜上方へ内湾気味に伸びる口縁部に至
る。端部は九い。底部の一部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ・指

頭痕、内面ナデ。

乳茶褐色 l mm以下の

雲母・長石

等の砂粒 を

微量 に含む

良好

同上

S D55

口 径 11 3 上外方へ内湾する杯体部から僅かに屈曲し
た後、斜上方へ内湾して伸びる日縁部に至る。
端部は九い。底部は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ナデ・指
頭痕、内面ナデ。

乳茶褐色 l mn以下の

雲廿 。長石

等の砂粒 を

微量含む。

良好

5 同上

S D55

口 径 125 上外方へ伸びる杯体部から僅かに屈曲した

後、上タト方へ内湾気味に伸びる口縁部に至る。
端部は九い。底部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ・指
頭痕、内面ナデ。

淡灰茶色 2 mm以下の

長石 雲母

等の砂粒を

少量含む。

良好

6 椀

(黒色土器 )

S D55

口 径 半球形の杯体部から僅かに斜上方へ外反し
て伸びる国縁部に至る。端部は九く、内傾に
は凹線が巡る。底部は欠損。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ヘラミガキ。

外 淡茶褐

色

内 黒灰色

精良。 良好

7 同上

S D55

底 径  72 杯体部は欠損。底部は平らで、旺面逆三角
形の高台が付く。
底部外面ナデ、内面ヘラナデ後ヘラミガキ。

外 乳茶灰

色

内 黒色

0 5 mm以 下

の砂粒 を少

量含 む。

良好

九 二

同上

S D56

径
高
径

口
器
底

平らな底部から上外方へ内湾して伸びる日

縁部に至る。端部は九い。断面逆三角形の高
台力M寸 く。口縁部には四方に円孔が穿かれて
いる。
日縁部外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内面

ヘラミガキ、見込みは平行状線のヘラミガキ。

淡茶褐

色 ～黒

灰色

黒灰色内

0 5 mm以 下

の長石・雲

母等の砂粒

を少量含む

良好
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第 7調査区

号

号

番

番

物

版

遺

図
器   種

点

高

地

器

土

Ｄ

出

く
ｃ

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 胎    土 娩  成 備   考

1

(弥生式上器

I可チ117

口 径 176 日縁部は斜上方へ伸び、端部は下方へ垂れ
下がり、外傾する面をもつ。体部は欠損。端
部内面に円形浮文が巡る。
外面簾状文、内面ヨコナデ。

淡赤褐色 6 mm以 下の

砂粒を少量
含む。

貞好

2 上

　

　

１７

同

　

　

醐

口 径 236 口縁部は上外方へ外反気味に伸び、端部は
下方へ垂れ下がり、クト傾する面をもつ。体部
は欠損。
内外面ヨコナデ。

暗灰褐色 3 Юm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

3 上

　

　

１７

同

　

　

硼

底 径 54 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ外反
気味に伸びる。底部は突出気味の平底。
外面ヘラミガキ、内面ナデ。

淡茶褐色 2.5 mm以 下
の雲母・長
石等の砂粒
を少量合む

良好

第 8調査区 第 8調査区

遺物番号

図版番号
器   種

占
竺
局

地

器阻
ｍ

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 胎    土 焼 成 備   考

1

九 三

(弥生式上器

SK4

口 径  117 口縁部は上方へ外反して伸び、端部は下方
へ垂れ下がり、外傾する面をもつ。体都は欠
損。

国縁部内面下位ハケナデ (3本)、 他はヨ
コナデ。

淡茶褐色 0.5 mm以 下
の角閃石等
の砂粒を多
量に含む。

良

2 甕
(弥生式土器

SK4

径
高
径
径大

国
器
底
最

楕円形の体部から屈曲し、斜上方へ内湾気
味に伸びる日縁部に至り、外面には稜が一条
みられる端部は外傾する面をもつ。底部は突
出した平底。
国縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(3本)後ハケナデ (9本)、 内面ヘラ削り、
底部外面ナデ後指頭痕、底面ナデ。

暗茶褐色 2 5 mm以 下
の砂粒を多
量に含む。

良好

3 同 上

SK4

国 径 142 上内方へ伸びる体都から屈曲し、外上方ヘ

内湾気味に伸びる口縁部に至る。端部は外傾
する面をもつ。体部は欠損。

口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面摩耗の為
調整不明瞭、内面ヘラ削り。

茶褐色 1 5 mln以 下
の長石等の

砂粒を多量
に合む。

良

4 高杯

(弥生式上器

SK4

口 径 174 上外方へ内湾して伸びる杯体部から口縁部
に至る。端部は九い。杯底部以下は欠損。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

茶褐色 3 mm以下の

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良

5

九 三

同上

SK4

底 径 148 杯部は欠損。脚部は下方へ伸びる柱状部か
ら、外下方へ外反して伸びる裾部に至る。端
部は外傾する面をもつ。裾部上位に四方孔を
有する。
外面ヘラミガキ、桂状部内面しばり目、裾

部内面ヨヨナデ。

掲茶色 1 5 mm以 下

の角閃石等

の砂粒を多
量に含む。

良
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第 9調査区 第 9調査区

還物番号

図版番号
器   種

占
笙
局

地

器
址
ｍ

形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

1

(弥生式土器|

SK5

口 径 288 口縁部は外上方へ伸び、端部は下方へ垂れ
下がり、クト傾する面をもつ。日縁部下位以下
は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶橙色～

淡茶褐色

3 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

2 賓

(弥生式上器 )

SK5

口 径 114 上方へ伸びる体部から屈曲し、外方へ内湾
して伸びる口縁部に至る。端部は上に面をも
つ。体部は久損。
内外面ヨコナデ。

外 淡茶橙
色
暗灰茶
色

内

3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

3 同上

SK5

口 径 130 上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、外
上方へ伸びる国縁部に至る。端部は上につま
む。体部中位以下は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 暗茶褐
色
暗灰褐
色

内

l mm以下の

長石・角閃
石等の砂泣
を少量含む

良好

4 同上

SK5

□ 径 21 6 上内方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は外傾する面をも
つ。体部は欠損。
内タト面ヨコナデ。

淡茶褐

色

茶褐色内

3 mm以下の

長石・石英
等の砂粒を

多量に含む

良好

5 同上

SK5

口 径 264 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ伸びる口縁部に至る。体部は外傾す
る面をもつ。体部中位以下は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ

(5本)、 内面ナデ。

外 茶褐色
内 淡茶灰

色

4 mm以下の

長石 石英
雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好

6 同上

SK5

口 径 152 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し
上外方へ外反気味に伸びる国縁部に至る。端
部は丸い。体部中位以下は欠損。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

外 淡茶橙
色

内 淡茶褐
色

3 mln以 下の

長石・石英
等の砂粒を

多量に含む

良好

ア

九四

取手付鉢
(弥生式上器

SK5

径
高
径
径大

口
器
底
最

半球形の杯体部から屈曲し、外上方へ外反
気味に短く伸びる口縁部に至る。端部は下方
に若千垂れ下がり、外傾する面をもつ。底都
は様出した窪み底。体部外面上位に馬のひず
め状形をした取手が付く。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

外 乳茶灰

色

内 淡茶掲

色

5 mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を
少量含む。

良好

8 鉢
(弥生式上器

SK5

底 径 40 杯体部は上外方へ内湾して伸びる。底部は
上げ底の平底。口縁部は欠損。
内外面ナデ。

外 暗茶褐
色

内 淡灰褐
色

2 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好

9

器絲蛇　ＳＫ５

弥
底 径 152 脚部上位以上は欠損。脚部下位は下外方ヘ

外反して伸びる。端部は九い。
内外面ヨヨナデ。

外 明茶褐
色

内 乳茶灰
色

2 mm以下の

長石等の砂
粒を微量含
む。

良好

九 四

高杯
(弥生式土器)

SK5

口 径  280 杯底部から屈曲し、上外方へ大きく外反し
て伸びる国縁部に至る。端部は下方に垂れ下
がり、外側に面をもつ。杯体部の屈曲部外面
には鋭い稜がある。杯底部以下は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 淡茶褐
色

内 乳茶褐
色

3m以 下の

長石等の砂

粒を多量に
合む。

史好

11 同上

SK5

稜 径 外上方へ外反気味に伸びる杯底部から屈曲
し、上タト方へ外反して伸びる国縁部に至る。
屈曲外面に鋭い稜がある。杯部口縁端部・脚
部は欠損。

内外面摩耗の為調整不明瞭。

淡茶褐色―

灰茶色
3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

SK5

□ 径 265 杯底部以下は欠損。平らな杯底部から屈曲
し、上外方へ伸びる国縁部に至る。端部は九

内外面ヨヨナデ。

褐

　

色

茶

　

掲

淡

色

茶内

5 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

合む。

良好

九 四

同上

SK5

径
高
径

口
器
底

半球形の杯体部から口縁部に至る。端部は
九い。脚部は下外方へ外反気味に伸びる。端
部

`主

九い。
杯部内面摩耗の為調整不明瞭、他はナデ。

外 淡茶灰
色
乳灰茶
色～淡
茶灰色

内

4 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に
含む。

良好
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遺物番号

口版番号
器   種

占
生
局

地

器

土

ｍタ

出

くｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎 土 焼  成 備 考

(弥生式上器〕

SK6

□ 径 16 6 口縁部は外方へ伸び、端部は上につまみ、
外側に面をもつ。端部外面に1帯 4本の波状

文が巡る。口縁部下位以下は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 淡茶灰
色
淡茶褐
色

内

5 mn以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好

九 四

長頸五

(弥生式土器

SK8

径

径大

底

最

50
173

偏平な球形の体部から屈曲し、上方へ長く
伸びる日縁部に至る。端部は欠損。底部は突
出した平底。日縁部内面・体部内面上位に 1

本ずつ接合痕を有する。
外面ヘラミガキ、日縁部内面ナデ、体部内

面ヘラナデ。

淡灰褐色 5m「 以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良好

(弥生式上器

SK8

口 径 220 回縁部は外上方へ外反して伸び、端部は下
方へ垂れ下がり、外側に面をもち3本の沈線
が巡る。
内外面ヨヨナデ。

淡茶橙色 0 5 mm以 下
の長石等の

秒粒を少量

含む。

良好

同上

SK8

底 径 62 体都上位以上は欠損。上外方へ外反気味に

伸びる体部に、突出したやや上げ底の平底。
内外面ナデ。

外

内
茶赤色
茶仄色

4 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

同上

SK8

底 径 46 体部上位以上は欠損。上外方へ伸びる。底
部は突出した上げ底の平底。
内外面磨耗の為調整不明瞭。

淡灰褐色 3 mm以下の

石英 長石
角閃石等の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

SK8

底 径  49 体部上位以上は欠損。上外方へ伸 びる体部

に、突出 した平底。

外面ヘ ラ ミガキ、内面ヘラナデ、底面ナデ。

淡茶灰色 3 mm以下の

長石 雲母

角閃石等の

砂粒を少量

含む。

良好

鉢
(弥七式土器|

SK8

国 径  88 上方へ内i弯 して伸びる杯体部から屈曲し、
斜上方へ短く伸びる口縁部に至る。端部は九
い。底部は欠損。
内外面ナデ。

茶褐色 2 mm以下の

角閃石 。長
石等の砂粒
を少量含む

良好

同上

SK8

底 径 70 杯体部以上は欠損。脚部は杯底部から外下
方へ外反して短く伸びる。端部は九い。
内外面ナデ。

淡灰褐色 3m以下の

石英 長石
角閃石等の

砂粒を少量

含む。

良好

２
　
　
　
四

２

　

　

九

器台
(弥生式土器

SK8

受都・脚部下位は欠損。脚部は下外方へ外
反して伸びる。脚部中位に四方孔を有する。
脚部外面上位に凹線・キザミロを施す。

内外面ナデ。

淡茶橙色 4 nm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

高杯
(弥生式上器

SK8

ロ 径 180 外上方へ伸びる杯底部から屈曲し、上外方
へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は九
い。脚郡は欠損。
内外面ナデ。

淡茶赤色 3 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好

同上

SK8

底 径 杯部口縁部は欠損。杯底部は外上方へ伸び
る。脚部は下外方へ外反気味に伸びた後、下

位でやや大きく外反して開く。端部は丸い。
裾部に四方孔を有する。
杯部内外面 脚部外面墜耗の為調整不明瞭、

内面上位くりぬき、内面下位ナデ。

褐茶色 l mm以下の

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良

同上

SK8

口 径 154 上外方へ内i有 して伸びる杯体部から口縁部
に至る。端部は九い。脚部は欠損。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ナデ。

淡茶褐色 0 5 mm以 下
の角閃石等
の砂粒を多
量に含む。

良
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第 9調査区

遺物番号

図版番号
器   種

占
生
局

地

器
雌
ｍ

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼 成 備   考

九 四

高杯
(弥生式上器)

SK8

底 径  76 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸びた後、下
位で大きく外反して開く。端部は九い。裾部
に三方孔を有する。
内外面ナデ。

淡茶灰色 2 nun以 下の

角閃石 。長
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好

27

九 四

(弥生式上器)

S K12

口 径 235 口縁部は上外方へ伸びた後屈曲し、外上方
へ短く伸びる。端都は下方に垂れ下がり、外
傾する面をもつ。端部外面には3本の沈線が
巡り、円形浮文が付 く。体部は欠損。

内外面ヘラミガキ。

灰茶色 4 mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を

少量含む。

良好

28

九 四

奏
(弥生式上約

S K12

口 径 上内方へ仲びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は外額
する面をもつ。体部は欠損。体部上位内面に
1本の接合痕を有する。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ
(8本)、 内面ナデ。

灰茶色 4 nm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

S K12

口 径 上方へ伸びる体部から屈曲し、外上方へ伸
びる国縁部に至る。端部は外額する面をもつ。
体部は欠損。

国縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ナデ・指
頭痕、内面ナデ。

色

掲穎
燃
色

外
内

2 mm以下の

長石・雲母
角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

鉢
(弥生式上器

S K12

底 径 31 杯部上位は欠損。体部は斜上方へ内湾気味
に伸びる。底部には外下方へ短く伸びる脚部
が付 く。
外面指押え、内面ヘラナデ、底面ナデ。

茶灰色 3 mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を

多量に含む

良好

高杯
(弥生式上器|

S K12

口 径 231 □縁部は上外方へ外反気味に伸び、端部は
外傾する面をもつ。杯底部・脚部は欠損。
外面ヨコナデ、内面ヘラミガキ。

外 褐

　

色

茶

　

灰

淡

色

黒内

3 mn以下の

長石・雲母
角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

(弥生式上器|

S D70

底 径  44 体部上位以上は欠損。体部は外上方へ伸び
る。底部は突出した平底。
外面ナデ、内面摩耗の為調整不明瞭。

外 淡茶灰
色

内 黒褐色

3 mr以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む

良好 内面に炭化
物付着。

同上

S D70

底 径 56 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ内湾
気味に伸びる。底部は突出した平底。

内タト面ナデ。

外 淡茶灰
色

内 暗灰茶
色

2 mm以下の

角閃石 。長
石等の砂粒
を少量含む

良好

同上

S D71

底 径  42 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ内湾
して伸びる。底部は突出しない平底。
内外面ナデ。

外 明茶掲
色
淡茶褐
色

内

4 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好

甕
(弥生式上器)

S D71

口 径 200 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は外
方に肥厚 し、九い。日縁部・体部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

外 淡茶灰
色

内 淡茶褐
色

4 mm以下の

長石等の秒
粒を少量含
む。

良好

同上

S D71

回 径  220 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる国縁部に至る。端部は九い。
体部は久損。

内外面ヨコナデ。

淡茶灰色 3 mm以下の

長石・石英
角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

同上

S D71

口 径 144 上内方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は外傾する面をも
つ。体部は欠損。

口縁部内外面・体部外面ヨヨナデ、内面ヘ

ラ音」り。

淡茶褐

色

淡茶灰

色

内

3 mm以下の

長石・角閃
石・石英等
の砂粒を少
量含む。

良好
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遺物番号

口版番号
器    種

点

高

地

器

土

ｍ
ナ

出

くｃ
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎 土 焼  成 備 考

甕
(弥生式上器

S D71

底 径  38 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ伸び

る。底部は突出したやや上げ底の平底。
内外面ナデ。

乳茶灰色 2m以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

S D7]

底 径  48 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ伸び

る。底部は突出した平底。
内外面ナデ。

外 淡茶灰
色

内 淡黒褐
色

3m以下の

長石・石央
角閃石等の

砂粒を少量

含む。

良好

高杯
(弥生式上器)

S D71

口 径 126 杯底部から屈曲し、上外方へ外反して伸び
る日縁部に至る。端部は外傾する面をもつ。
杯底部以下は欠損。
外面ヨコナデ、内面摩耗の為調整不明瞭。

淡茶褐色 2 mH以下の

雲母 。長石
等の砂粒を

多含む。

良好

１
　
　
　
四

４
　
　
　
九

同上

S D71

底 径  98 杯部は欠損。脚部は下内方へ伸び、下位で

大きく夕1反 して伸びる。端部は九い。脚部上

位に三方子しを有する。
内外面ナデ。

淡茶褐色 2 mm以下の

長石・雲母

等の砂粒を

少量含む。

史好

同上

S D71

底 径 120 脚部上位以上は欠損。脚部は外下方へ外反
して開く。端部は外傾する面をもつ。
内外面ヨヨナデ。

淡茶掲色 3 mm以下の

角閃石・長
石等の砂粒
を少量含む。

良好

同上

S D71

底 径 11 8 脚部上位以上は欠損。脚部は外下方へ外反

気味に開く。端部は下方へつまみ、外側に面
をもつ。
外面ナデ、内面ハケナデ (8本)。

外 乳茶灰
色

内 暗茶褐
色

l mm以下の

雲母・長石
石英等の砂
粒を少量含
む。

史好

(弥生式上器|

S D73

□ 径 158 口縁部は外上方へ伸び、端部はやや上につ

まみ、外傾する面をもつ。口縁部下位以下は

欠損。端都外面にヘラキザミを施し、円形浮
文が小ナく。
内外面ヨヨナデ。

淡灰茶色 2 mm以下の

長石・石英

等の砂粒を

少量含む。

良好

45 同_L

S D73

日 径 298 国縁部は上外方へ外反して伸び、端部は上

につまむ。外傾する面をもつ。端部外面には
1帯 6本の波状文が巡り、円形浮文力hIIく 、
内面には1市 10本の波状文が巡る。
外面ヘラミガキ、内面ヨコナデ。

乳灰褐色 3 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

S D73

口 径 15 6 口縁部は上方へ外反して長く伸びる。端部
は上下に肥厚し、外傾する面をもつ。体部は

欠損。
端都外面ヨコナデ、日縁部内外面ハケナデ

(外 12本・内 9本)。

淡茶灰色 3 mm以下の
長石・角閃
石等の砂粒
を多量に含
む。

良好

甕
(弥生式土器

S D73

底 径  26 杯郡上位以上は欠損。体部は上外方へ内湾

気味に伸びる。底部は突出した平底。
内外面ナデ。

外

内
黒褐色

茶灰色

2 mm以下の

長石 。赤褐
色酸化粒・

雲母等の砂
粒を少量合
む。

良 外面に黒班

有。

同上

S D73

底 径 40 杯部上位は欠損。体部は上外方へ内湾して

伸びる。底部は突出した平底と思われる。
内外面ナデ。

色

褐

褐

茶

黒

淡

色

外

内

4 nm以下の

長石 石英
雲母等の砂
粒を少量含
む。

良

九 五

甕
(土師器)

S D77

径口 158 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる口縁部に至る。端部はやや上
につまみ、外傾する面をもつ。体部は欠損。
日縁部タト面ヨコナデ、内面ハケナデ(3本 )、

体部外面タタキ (5本)、 内面ヘラ削り。

淡茶褐色 l mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む。

良好
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第 9調査区

遺物番号

図版番号
器 種

占
生
同

地

器

土

ｍ
，

出

くｃ
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎    土 焼  成 備 考

九 五

長頸重
(弥生式上器

S D78

口 径 128 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反気味に長く伸びる日縁部に至る。端部は
外方に脂厚し、上に面をもつ。体部は欠損。
日縁部内面に1本の接合痕を有する。
内外面ヨコナデ。

淡茶掲色 3 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

九 五

養
(弥生式土器

S D78

国 径 12!8
最大径 144

最大径を上位にもつ卵形の体部から緩やか
に屈曲し、斜上方へ外反して伸びる日縁部に
至る。端部は夕lThす る面をもつ。底部は欠損

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ
(5本)後ナデ、内面ナデ。

外 淡茶褐
色

内 淡灰茶
色

l mm以下の

長石・雲母
等の砂泣を

多量に含む

良好 体部外面中
位以下に煤
付着。

52 同上

S D78

底 径 60 体部は欠損。底部は突出したやや上げ底気
味の平底。
外面タタキ、内面ナデ。

外 淡茶褐
色
淡茶灰
色

内

5 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好

有孔鉢
(弥生式上器:

S D78

底 径  48 体部は欠損。底部は突出した平底。底面中
央には円孔が穿かれている。
外面タタキ後ナデ、内面摩耗の為調整不明

瞭。

淡茶褐
色
明茶褐
色

内

4 mm以下の

長石・角閃
石等の砂泣
を多量に含
む。

良好

(弥生式上器

S D79

口 径  224 口縁部は外上方へ外反して伸びる。端部は
下方へ脂厚して外傾する面をもつ。端部外面
に円形竹管圧文が巡る。日縁部以下は欠損。
内外面ヨコナデ。

暗茶褐色 l mm以下の

角閃石・雲
母・長石等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

S D79

底 径 86 体部上位以上は欠損。体部は外上方へ内湾
して伸びる。底部は突出した窪み底。
内外面ナデ。

淡茶灰色 4 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

高杯
(弥生式土約

S D79

稜 径 19o 外上方へ伸びる杯底部から屈曲し、上外方
へ外反して伸びる日縁部に至る。屈曲部外面
には外下方へ垂れ下がる稜がある。
内外面ナデ。

乳茶灰色 5 mm以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良好

九五

無頚壷
(弥生式上器

包含層

口 径  120
最大径 216

偏平な体部から屈曲し、上方へごく短く仲
びる口縁部に至る。端部は九い。底部は欠損。
日縁部には円孔が穿かれている。
外面ナデ、内面ナデ・指頭痕。

淡茶灰色 2 mm以下の

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

(弥生式上器

包含層

口 径 204 甲縁部は外上方へ外反して伸びる。端部は
外側に面をもち、外面に円形の浮文力Vす く。
日縁部下位以下は欠損。
内外面ヨヨナデ。

茶褐色 2 mm以下の

長石・角閃

石等の砂粒

を多量に合
む。

良好

59 同上

包含層

口 径  24.0 口縁部は外上方へ外反して伸びる。端部は
外側に面をもち、外面に円形浮文力Y寸 く。日
縁部下位以下は欠損。

内外面ヨコナデ。

淡灰茶色一

茶赤色

4 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に含
む。

良好

九 二

同上

包合層

径
高
径
径

口
器
底
敵

偏平な球形の体部から屈曲し、上方へ外反
して伸びる国縁部に至る。端部は九い。底部
は突出しない平底。頸部外面にヘラキザミを
施す。

国縁部外面ハケナデ (4本)後ヨコナデ、
内面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

淡茶灰色 3 mm以下の

角閃石・長
石等の砂粒
を少量含む

良好 完形。

同上

包含層

口 径  9.6 口縁部は上方外反して伸び、端部は九い。
体部は欠損。内面に1本の接合痕を有する。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ナデ。

外 淡茶橙
色

内 乳茶色

4 mm以下の

長石等の砂
泣を多量に

含む。

良好
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遺物番号

図版番号
器   種

占
空
局

地

器雌
ｍ

形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 胎   土 焼 成 備   考

(弥生式土器)

包含層

口 径  140 口縁部は上方へ外反して伸び、端部は九い

体部は欠損。
外面ヨコナデ、内面ハケナデ (10本 )。

淡茶灰色 0 5 mm以下
の角閃石・

長石・チヤ
ート等の砂
粒を多量に

合む。

良

九 五

同上

包含層

顕 径 14 2 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上方へ外反して伸びる口縁部に至る。日縁部
端部及び体部中位以下は欠損。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部クト面ナデ、内
面摩耗の為調整不明瞭。

外 明茶褐
色

内 淡茶褐
色

8 nr以下の

長石 石英
角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好

同上

包含層

口 径 12 2 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は外
傾する面をもつ。体部は欠損。
外面・内面上位ヨコナデ、下位ヘラナデ。

淡茶褐色 3 mm以下の

長石 角閑
石・雲母等
の砂泣を少
量合む。

良好

同上

包含層

国 径 15 0 日縁部は上外方へ伸びた後、緩やかに屈曲
して斜上方へ短く伸びる。端部は外傾する面
をもつ。体部は欠損。
外面ヘラミガキ、内面ヨコナデ。

暗茶褐色 3 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

九 五

奏
(弥生式上器

包含層

口 径 167 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は外傾

する面をもつ。体部は欠損。
口縁部外面ハケナデ (9勺 後ヨコナデ、

内面ヨヨナデ、体部内外面ヘラナデ。

淡茶掲色 7n」n以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

鉢
(弥生式上器

包含層

口 径 134 上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、上

外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部は

九い。体部下位は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

淡茶灰色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好

養
(弥生式上器

包含層

口 径 141 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は丸い。体部下位は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面摩耗の為

調整不明瞭、内面ナデ。

茶褐色 4 5 mm以下
の長石・雲
母等の砂粒
を多量に合
む。

良

九五

(弥生式上器

包含層

径

径大

底

最

口縁部は欠損。体部は偏平な球形である。
底都は突出しない平底。体部内面に2本の接
合痕を有する。
外面剖離の為調整不明瞭、内面上位指すデ、

下位ナデ。

淡灰褐
色～茶
橙色
灰褐色内

3 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

合む。

良 体部外面下

位に黒班有

同上

包含層

底 径  54 体部上位以上は欠損。休部は上外方へ内湾
して伸びる。底部は突出した平底。
底部内面ヘラナデ、他はナデ。

外 淡茶橙
色

内 乳灰茶
色

l mm以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 体部外面中
位に黒班有

同上

包含層

底 径 48 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ伸び
る。底部は突出した窪み底。
内外面ナデ。

淡茶褐色 5FT以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包含層

底 径 52 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ内湾
して伸びる。底部は突出した窪み底。
外面磨耗の為調整不明瞭、内面ヘラナデ、

底面ナデ。

外 茶褐色

内 淡茶褐

色

41n以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

同上

包含層

底 径  46 体部上位以上は欠損。体部は偏平な球形と

思われる。底部は突出した平底。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ナデ。

外 茶褐色

内 暗灰茶
色

4 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好 体部内面下

位に炭化物

付着。
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第 9調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

占
生

島

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼 成 備 考

(弥生式上器)

包含層

底 径 41 体部上位以上は久損。体部は上外方へ内湾
して伸びる。底部は突出しない平底。
外面ヘラミガキ、内面ヘラナデ、底面ナデ。

外 茶褐色
内 乳灰茶

色

5 5 mm以下
の長石・雲
母等の砂粒
を少量含む。

良 外面に煤付
着。

75

九六

同上

包含像

径

径大

底

最
56
385

口縁部は欠損。体部は最大径をやや上位に
もつ球形である。底部は突出した浅い窪み底。
体部外面上位ヘラミガキ、中位以下摩耗の

為調整不明瞭、内面ヘラナデ。

淡茶褐色 3 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む。

良好

九 六

甕

(弥生式上器

包合層

径
高
径

口
器
底

上位に張りをもつ体部から屈曲し、外上方
へ外反して伸びる日縁部に至る。端部は丸い。
底部は突出したあげ底。体部内面上位に2本
の接合痕を有する。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ後

ヘラナデ、内面指頭痕ヘラ削り。

外 明茶灰
色

内 茶褐色

4 mm以下の

長石・角閃
石等の砂壮
を多量に合
む。

良好

九 六

同上

包含層

口 径 164
器 高 165
底 径 44

上位に張りをもつ体部から屈曲し、斜上方
へ外反気味に伸びた後屈曲して上方へ短く仲
びる口縁部に至る。端部は九い。底部は突出
した上げ底。体部内面上位に1本を接合痕を
有する。

日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面上位剖離
の為調整不明瞭、中位以下タタキ (4利 、
内面上位指ナデ、中位以下ヘラナデ、底部外
面指頭痕。

褐灰色 7 1un以 下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に含
む。

良 内面に煤付
着。

同上

包含層

口 径 126
底 径  46
最大径 156

楕円形の体部から屈曲し、上外方へ伸びる
口縁部に至る。端部はつまみ上げ、外側に面
をもつ。底部は突出したあげ底。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部内外面ナデ。

外 淡茶褐

色

内 乳茶灰

色

3 mm以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好 体部外面中
位に煤付着。
体部内面下
位に炭化物
付着。

同上

包含層

口 径  134
器 高 186
底 径  48
最大径  150

最大径を上位にもつ卵形の体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は外傾する面をもつ。底部は突出した平底。
体部外面中位に1本、内面上位に2本の接合
痕を有する。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ
(ゆ慟 後ナデ、内面上位指ナデ、底面ナデ。

茶褐色 4 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に含
む。

良 体部外面下
位に煤付着。

80 同上

包合層

口 径  148 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方へ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は外傾
する面をもつ。体部は久損。
内外面ヨコナデ。

外 淡茶灰
色

内 淡茶褐
色

2 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包含層

口 径 136 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は外傾する面をもつ。体部中位以下は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(3本)、 内面ナデ。

外 淡茶橙
色
淡茶褐
色一淡
灰茶色

内

3 nm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

九 六

同上

包合層

径
高
径
径

口
器
底
歎

楕円形の体部から屈曲し、上外方へ内湾気
味に伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部
は突出した平底。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面摩耗の

為調整不明瞭。

淡茶褐
色

暗灰茶
色

内

71m以下の

長石等の砂
粒を多量に
含む。

良好

同上

包合層

口 径  164 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は外方に肥厚し、外傾する面をもつ。体部は
欠損。
国縁部外面ヨコナデ、体部外面タタキ (2

利 、内面ナデ。

外 淡茶褐
色

内 淡茶灰
色

3 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む。

良好

同上

包合層

口 径 144 上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、上
外方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端部
は上につまみ、外に面をもつ。体部は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部内外面摩耗の

為調整不明瞭。

褐橙色 0 5 mm以下
の砂粒を多
量に含む。

良
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遺物番号

図版番号
器 種

占
生
局

地

器

土

ｍ
ナ

出

くｃ
形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎    土 焼  成 備 考

九 六

甕
(弥生式上器)

包含層

口 径 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、

外上方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は外傾する面をもつ。体部中位以下は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部タト面タタキ

(4本)、 内面ナデ。

外 淡茶褐
色
淡茶灰
色

内

6 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好

86 同上

包含層

底 径  54 口縁部は欠損。体部は最大径を上位にもつ。

底部は突出したややあげ底。
体部外面タタキ (3本)、 内面・底部外面

ナデ。

外 暗茶褐
色～茶
褐色
淡茶掲
色

内

2硼以下の

長石等の砂
粒を多量に

合む。

良好

同上

包含層

底 径 60 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ伸び

る。底部は突出した平底。底面には葉脈跡が
みられる。
外面タタキ (3本)、 内面ナデ。

乳責茶

色

決灰茶

色

内

4 5 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

良

同上

包合層

日 径 204 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反気味に伸びる口縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。

国縁部内外面ヨヨナデ、体都タト面タタキ

(3本)、 内面ヘラ削り。

外 淡茶褐

色

内 淡茶灰

色

3 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好

九 六

同上

包含層

□ 径 17 6 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる口縁部に至る。端部は丸い。

体部中位以下は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(4本)、 内面上位指ナデ、中位ナデ。

外 明茶褐
色

内 乳茶色

4鰤以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 体都外面に

煤付着。

同上

包含層

国 径 140 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる国縁部に至る。端部は上につまむ。体

都は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体都外面タタキ

(6本)、 内面ナデ。

外 淡茶灰
色

内 暗灰茶
色

3m以下の

石英 。長石
等の砂粒を

少量含む。

良好 口縁部内面
に媒付着。

同上

包含曙

口 径 20コ 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端

部は上方に鈍く尖る。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面剰離の為

調整不明瞭、内面ナデ。

掲茶色 3 mm以下の

雲母 。長石
等の砂粒を

少量含む。

良好

同上

包合層

口 径 128 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部は上につまみ、外
側に面をもつ。体都は欠損。

国縁部内外面ヨコナデ、体部タト面ナデ、内

面ヘラナデ。

外 暗茶褐
色

内 淡茶灰
色

0 5 mm以下
の石英等の

砂粒を少量

含む。

良好 口縁部内面
に煤付着。

同上

包含層

口 径 172 上内方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方ヘ

外反気味に伸びた後屈曲して上外方へ短く伸
びる口縁部に至る。端部は上に面をもつ。体

部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

茶褐色 3 nlln以下の

角閃石・長
石等の砂粒
を少量含む

良好

同上

包含曙

国 径 154 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方へ

伸びた後屈曲して上外方へ短く伸びる口縁部
に至る。端部は九い。体部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部タト面ハケナデ

(7本)後ナデ、内面ヘラナデ。

淡茶灰色 6 mm以下の

角閃石 。長
石等の砂粒
を多量に含
む。

良好

九 六

同 上

包含層

口 径 上内方へ内湾して伸びる体部から、上タト方
へ外反して伸びる国縁部にζる。端部は下方
に肥厚し、外傾する面をもつ。底部は欠損。
端部外面ヨコナデ、口縁都・体部外面ハケ

ナデ後ヘラナデ、口縁部内面・体部内面上位
ナデ、下位ヘラ削り。

乳茶灰色 4 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

96

九 六

鉢

(弥生式土器 )

包含層

径

高

径

日

器

底

断面U字形の体部から層曲し、上外方へ伸
びる口縁部に至る。端都は九い。底部は突出

しない平底。
日縁部内外面指押え、体部外面タタキ (3

本)、 内面・底面ナデ。

外 暗茶褐
色
淡茶褐
色

内

2 mm以下の

長石 雲母

角閃石等の

砂粒 を多量

に含む。

良 体部内面下

位に炭化物
付着。
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遺物番号

図版番号
器   種

土

ｍナ

出

く
ｃ

地点

器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色   調 胎    土 焼  成 備   考

鉢
(弥生式上器)

包合層

底 径 46 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ内湾
して伸びる。底部は突出した窪み底。口縁部
は欠損。体部内面に1本を接合痕を有する。

淡茶灰
色
明茶褐
色

内

4 mH以下の

長石・角閃
石 雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包合層

底  径  40 半球形の体部から屈曲し、斜上方へ伸びる
国縁部に至る。端部は欠損。底部は突出した
上↓力弐。体部外面に2本の接合痕を有する。
体部外面ナデ、内面上位ハケナデ (10本 )

中位以下ヘラナデ、底部外面指頭痕。

外 淡茶灰
色

内 暗茶灰
色

4 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好 外面に煤rNl

着。

九七

有孔鉢
(弥生式上器

包合層

径
高
径

口
器
底

断面V字形の体部から口縁部に至る。端部
付近でやや内湾し、九く終わる。底部はやや
突出した平底。底面中央には円孔が穿かれて
いる。
内外面ナデ。

淡茶灰色 2 mRl以 下の

長石・雲母
角閃石等の

砂粒を少量
含む。

良好

器台
(弥生式上器

包合層

口 径  136 受部は外上方へ伸び、端部は外側に面をも
つ。脚部は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 淡茶褐
色

内 乳茶灰
色

5 mm以下の

雲母・長石

等の砂粒 を

少量含む。

良好

高杯
(弥生式上器|

包合層

口 径 174 浅い半球形の受部から回縁部に至る。端部
は九い。底部には穿Tしがみられる。脚部は欠
損。
外面ヘラミガキ ?、 内面摩耗の為調整不明

瞭。

乳褐灰
色
淡茶色
一淡茶
褐色

内

4 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に含
む。

良 口縁都外面
上位に煤付
着。

102

器絲蠅　　幹

弥
底 径 180 脚部上位以上は欠損。脚部は下外方へ伸び

た後外下方へ外反して開く。端部は九い。脚
部には三方孔が穿かれている。
内外面ナデ。

淡茶掲色 2 mm以下の

長石・雲廿

角閃石等の

砂粒 を多量

に含 む。

良好 裾部内外画

下位 に煤イJ

着。

３
　
　
　
七

１〇
　
　
　
九

同上

包含層

底 径 142 受部は欠損。脚部は下内方へ伸びる柱状部
から屈曲し、外上方へ大きく開く裾部に至る。
端部は丸い。脚部には四方孔が 2段に穿かれ
ている。端部面にはキザミロが施されている。

淡茶橙色～

淡灰茶色

2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

４
　
　
　
七

１〇
　
　
　
九

同上

包合層

受部と裾部は欠損。柱状部は下方へ伸び、
四方孔が2段 に穿かれている。受部・裾部は
欠損。
内外面ナデ。

淡茶褐
色
暗茶褐
色

内

3 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む

良好

105

九 七

同上

包含層

底 径  168 受部と柱状部は欠損。裾部は外下方へ伸び
た後僅かに屈曲し、斜下方ヘタ1反 して開く。
端部は丸い。屈曲部外面には上方へ突出た稜
がみられる。裾部上位には四方孔が穿かれて
いる。屈曲部外面にキザミ面を施す。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

淡褐灰色 5 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好 裾部タト面に

媒付着。

九 七

高杯
(弥生式上器

包合層

径
高
径

口
器
底

外上方へ外反気味に伸びる杯底部から屈曲
し、上外方へ短く伸びる国縁部に至る。端部
は九い。脚部は下外方へ伸び、端部付近で外
反する。端部は丸い。脚部には三方孔が穿か
れている。
口縁部内外面ヨコナデ、杯体部内外面・柱

状部外面ヘラミガキ、裾部外面・脚部内面ナ
デ。                                      ,

淡茶灰

色

淡茶褐

色

内

6 mm以下の

長石・角閃
石・石英等
の砂粒を多
量に含む。

良好 完形。

107 同上

包含層

口 径 杯底部から屈曲し、上外方へ伸びる国縁部
に至る。端部は九い。杯底部・脚部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶灰色 3 mm以下の

砂粒 を少量

合む。

良好

同上

包含層

径ロ 外上方へ伸びる杯底部から屈曲し、上外方
へ外反して伸びる日縁部に至る。端部は外傾
する面をもつ。杯底部・脚部は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 乳茶橙
等の砂
淡茶褐
色

1殉

3 mm以下の

粒を少量合
む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cm)

占
ヽ
一局

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

高杯
(弥生式土器)

包含層

口 径 208 杯都は上外方へ外反して伸びる口縁部に至
る。端部は外傾する面をもつ。杯底部・脚都
は欠損。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ヨヨナデ。

外 淡茶褐
色

内 茶褐色

4m以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む。

良好

九七

同上

包含層

径
高
径

口
器
底

外上方へ伸びる杯底部から屈曲し、上外方
へ外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。
脚部は下外方へ外反気味に伸び、端部付近で

外方へ開く。端部は九い。
国縁部外面ヨコナデ、杯体部・脚部外面ヘ

ラミガキ、杯部内面摩耗の為調整不明瞭、脚
部内面上位しばり目、下位ハケナデ (11本 )。

乳茶色一茶
橙色

35以下の

長石・石英
角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好 完形。

同上

包合層

国 径 136 半球形の杯部から口縁部に至る。端部は九
い。脚部は欠損。
国縁部内外面ヨヨナデ、杯体部内外面ナデ。

外 淡茶灰
色

内 淡灰橙
色

3mm以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

史好

同上

包合層

口 径 160 杯部は上外方へ内湾して伸びる口縁部に至
る。端部は九い。杯底部・脚部は欠損。
内外面ナデ。

暗茶褐色 1 5 mI以下
の角閃石等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包含層

□ 径 16.0 杯部は上外方へ→再湾して伸びる日縁部に至
る。端部は九い。杯底郡・脚部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

外 暗茶褐
色

内 淡茶灰
色

2 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に合む。

良好

九 七

同上

赳合層

径
高
径

口
器
底

浅い半球形の杯部から口縁部に至る。端部
は九い。脚部は下外方へ開く。端部は丸い。
外面摩耗の為調整不明瞭、杯部内面ハケナ

デ (Ю利 、脚部内面ナデ。

外 淡茶褐
色

内 乳茶橙
色

3 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少畳含む。

良好

同上

包含層

底 径 76 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸びた後、端
部付近で外上方へ開く。端部は外傾する面を
もつ。
外面ナデ、内面くりぬき。

茶褐色 2 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に含
む。

良好

同上

包含層

底 径  7.4 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反気味に開
く。端部は九い。
内外面ナデ。

淡茶褐色 3 1un以 下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量含む。

良好

九七

同上

包含層

底 径 88 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反して開く。
端部は九い。脚部には四方孔が穿かれている。
内外面ナデ。

淡茶橙色 3硼以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

九七

同上

包含層

底 径 90 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反して開く。
端部は九い。脚部には三方孔が穿かれている。
内外面ナデ。

外 淡灰橙
色

内 淡灰色

3 mm以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量含む。

良好

九 八

同上

包含層

底 径 70 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸び、端部付
近で外下方へ外反して開く。端部は九い。脚
部には四方孔が穿かれている。
内外面ナデ。

外 淡茶灰
色
淡茶褐
色

内

2 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を少量合む。

良好

120 同上

包含層

底 径 126 脚部は欠損。脚部は下外方へ外反して伸び、
端部付近で外方へ大きく開く。端部は丸い。
脚部には四方孔が穿かれている。
内外面剰離の為調整不明瞭。

明茶色 1 5 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

良

九 八

同上

包含層

底 径 172 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反して大き
く開く。端部は九い。脚部には四方孔が穿か
れている。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

外

　

内

乳茶赤

色

淡灰茶

色

4 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 土 焼  成 備 考

1 奏
(5/tl生式上翻

S Pll

口 径 156 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ外反気味に伸びる国縁部に至る。端
部は九い。体部は欠損。

日縁部外面ヨコナデ、体部外面タタキ (4
本)、 内面摩耗の為調整不明瞭。

外 淡茶褐
色
淡茶橙
色

内

7 mm以下の

長石・石英
等の砂社を
少量含む。

良好 口縁部外面
に媒付着。

2

(弥生式上器

包含層

国 径  128 口縁部は外上方へ外反して伸びた後屈曲し
て上方へ短く伸びる。端部は上に面をもつ。
国縁部下位・体部は欠損。口縁部外面上位に
は刺突文が巡る。
内外面ヨヨナデ。

淡茶褐色 3 nun以 下の

長石・雲母

等の砂粒 を

少量含む。

良好

3

九 八

同上

包含層

口 径  128
器 高 232
底 径  49
最大径 213

球形の体部から屈曲し、上方へ伸びた後外
上方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部は
九い。底部は突出した窪み底。体部内外面下
位に1本ずつの接合痕を有する。
日縁部内外面ヨコナデ、然都外面上中位ヘ

ラミガキ、下位指頭圧痕後ヘラミガキ、内面
ナデ。

外 茶褐色
～乳茶
褐色
茶掲色
～淡灰
色

内

4 mm以下の

長石 雲母
角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好 完形。
体部外面中
位に黒班有。

4

九 八

同上

包含層

□ 径 182 口縁部は上方へ外反して伸び、端部は上下
に脂厚し、外側に面をもつ。体部は欠損。
端部内外面ヨコナデ、日縁部外面ヘラミガ

キ、内面ナデ。

茶褐色 3m以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

九 八

同上

包合層

回 径 230
最大径 282

楕円形の体部から屈曲し、上外方へ外反し
て伸び、口縁部端部付近で大きく外方する。
端部は下方に垂れ下がり、クト側に面をもつ。
底部は欠損。
体部内面上位に1本の接合痕を有し、端部

外面・顕部外面に円形竹管圧文が巡る。国縁
部内外面ヨコナデ、体部外面ヘラミガキ、内
面上位指ナデ、中位以下ナデ。

外 淡茶褐
色

内 淡茶仄
色

6 nm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好 体部外面中
位に媒付着。

九 八

(弥生式上干

包合層

口 径 26.0 日縁部は外上方へ伸びた後屈曲し、上外方
へ外反して伸びる。端部はつまみ上げ、外側
に面をもつ。日縁部下位・体部は欠損。端部
外面に1帯 3本・内面に1帝 2本・口縁郡外
面に1帯 5本及び6本の波状文と、端部外面
・口縁部外面の 2ヵ 所に円形浮文が巡る。
外面ヨヨナデ、内面ヘラミガキ。

淡茶褐色 3 mm以下の

長石・雲母
等の砂粒を

多量に含む

良好 内面に媒付
着。

7 同上

包合層

口 径 248 口縁部は上外方へ伸び、端部は外傾する面
をもつ。体部は欠損。
内外面ヨヨナデ。

外 茶褐

色

内 茶灰

色

5剛以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好

8 同上

包合層

口 径 147 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は九
い。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡褐灰色 2 5 mm以下
の雲母等の

砂粒を多量
に含む。

良好

9 養
(土師器)

包含層

日 径 194 上内方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方へ

外反気味に伸びる日縁部に至る。端部は九い。
体部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ、
内面ヘラ削り。

外 淡茶褐
色

内 乳茶褐
色

5 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

同上

包含層

口 径 60 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ内湾
気味に伸びる。底部は突出した上げ底。
体部外面タタキ (4本)、 内面ナデ、底部

外面ヨコナデ。

淡茶褐色 l mm以 下の

長石・雲母
等の砂粒を
少畳含む。

良好 底部内面に

炭化物付着

11 同上

包含曙

底 径 46 体部上位以上は欠損。体部は上外方へ内湾
して伸びる。底部は突出した平底。
体部外面タタキ (4本)、 内面ヘラ削り、

底部外面ナデ。

淡茶褐色 3m以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好 体部外面に
煤付着。
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遺物番号

図版番号
器 種

出土

(cn)

占
生

局

地

器
形 態 ・ 調 整 等 の 持 徴 色    調 土 焼  成 備 考

奏
(土師器)

包含層

口 径 158 口縁部は斜上方へ伸び、端部はつまみ上げ
る。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

茶褐色 41m以下の

長石 角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良好 外面に煤付
着。

同上

包含層

口 径  162 口縁部は上外方へ外反気味に伸び、端部は

上につまむ。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 暗茶灰
色

内 淡茶灰
色

4m以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

九 九

同上

赳含層

口 径 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる国縁部に至る。端部は内方へ

つまみ上げる。体都中位以下は久損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ(8

本)、 内面ヘラ削り。

掲茶色 1 5 mm以下
の角閃石・

雲母・長石

等の砂粒を

多量に含む

良好

九 九

同上

包含層

口 径 158 上内方へ内湾気味に伸びる体都から屈曲し
上外方へ伸びる口縁部に至る。端部は外傾す
る面をもつ。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ(4

本)後ハケナデ (7本 )、 内面ヘラナデ。

淡茶灰色 2 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好 口縁部外面

に媒付着。

同上

包含層

口 径 148 口縁部は斜上方へ伸び、端部は内方に肥厚
する。体部は欠忙。

□縁部外面タタキ後ヨヨナデ、内面ヨヨナ
デ、然部内面ヘラ削り。

噂灰楊色 1.5 mm以下
の長石等の

砂粒を多量
に含む。

良好 外面に煤付
着。

17 同上

包含層

口 径 144 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は上

に長くつまみ、外側に面をもつ。体都は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡茶褐

色

暗茶褐

色

内

4 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

史好

鉢
(土師器)

包含層

底 径  32 杯部上位は欠損。杯部は上外方へ内湾して

伸びる。底部は突出気味の平底。
外面タタキ 3本)、 内面ヘラナデ。

淡茶褐色 3 mH以下の

雲母 。長石
等の砂粒を

少量含む。

良好

同上

包含唇

口 径 168 上外方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、

斜上方へ短く伸びる口縁部に至る。端部は外
傾する面をもつ。底部は欠損。
体部内面ナデ、他はヨコナデ。

外 淡茶灰
色

淡茶掲
色

内

3 mm以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に含
む。

良好

九 九

同上

包含層

日 径 21 0 上外方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ短く外反して伸びる国縁部に至る。

端部は外傾する面をもつ。底部は欠損。体部
内面上位に1本の接合痕を有する。
内外面ナデ。

淡茶褐色 5 mm以下の

長石・雲母

等の砂粒を

少量含む。

良好

同上

包含層

口 径 184 上外方へ内湾して伸びる体都から屈曲し、
外上方へ短く伸びる国縁部に至る。端部は九
い。底部は欠損。
体部内面ナデ、他はヨコナデ。

乳茶褐色 2 mm以下の

長石・雲母

等の砂粒 を

少量含む。

良好

同上

包含曙

口 径 上方へ伸びる体都から屈曲し、上外方へ内
i弯気味に伸びる日縁部に至る。端部は九い。
体部下位は欠損。
国縁部内外面ヨコナデ、体部外面主J離の為

調整不明瞭、内面ナデ。

色

褐

褐

茶

茶

淡

色

外

内

4 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良

23 高杯

(弥生式上器

包含層

口 径 278 外上方へ伸びる杯底部から屈曲し、上外方
へ外反して伸びる日縁部に至る。端部は九い。
脚部は欠損。
内外面ヨコナデ。

外 ▼L灰茶
色

内 乳茶色

2 mm以下の

長石・角閃

石・石英等

の砂粒 を少

量含む。

良好
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第10調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

24 高杯
(弥生式上器

包含層

口 径 212 杯部は外上方へ伸びた後屈曲して、上外方
へ伸びる日縁部に至る。端部は外傾する面を
もつ。杯底部・脚部は久損。
日縁部内外面ヨコナデ、杯体部外面ヘラミ

ガキ、内面ナデ。

仄褐色 3511n以 下
の長石・角
閃石等の砂
粒を多量に

含む。

良好 口縁部外面
に煤付着。

25 同上

包含層

口 径 220 杯部は斜上方へ伸びた後屈曲して、上外方
へ伸びる口縁部に至る。端部は外方に肥厚し、
外傾する面をもつ。杯底部・脚部は久損。

内外面ヨコナデ。

外 乳茶橙
色

内 淡黒灰
色

lll以下の

長石・雲母
等の砂粒を

少量含む。

良好

26 同上

包含層

口 径  240 外上方へ伸びる杯底部から屈曲し、上外方
へ外反して伸びる日縁部に至る。端部は内外
方に肥厚し、外傾する面をもつ。脚部は欠損。

口縁部内外面ヨコナデ、杯底部内外面ヘラ
ミガキ。

乳茶灰色 3.5 mln以 下
の長石等の

砂粒を少量
含む。

良好

同上

(上師約

包含層

口 径 23.6 平らな杯底部から屈曲し、外上方へ外反し
て伸びる口縁部に至る。端部は九い。脚部は

欠損。
内タト面剥離の為調整不明瞭。

淡灰褐色 411m以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良好

杯蓋

(須恵鍮

包含層

口 径 150 口縁部は外下方へ内湾して伸び、端部は下
方につまみ上げる。天丼都は欠損。
内外面回転ナデ。

乳灰青色 2m以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ右方
向。
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第 5章 第 13次調査

第 1節 調査の概要

今回の発掘調査は、人尾都市整備事業南小阪合土地区画整理事業に伴うもので、昭和57年度

から当調査研究会が継続して実施している。この調査は、当調査研究会が当遺跡内で実施 した

第13次調査に当たる (第 210図 )。

調査地は、当遺跡範囲内の南部に位置する区画街路予定地 (28号線の東部)に 当たる部分で、

この道路予定地内の中央に幅2.5mの トレンチ (調査区)を設定して調査 した。総調査面積は

約320m2を 測る。この調査区は屈曲してお り、西部に設定 した東西方向に伸びる トレンチ (長

さ33m)を 第 1調査区、その第 1調査区の東端部から南方に伸びる南北 トレンチ (長 さ29m)

を第 2調査区とし、さらに第 2調査区の南端部から東方に伸びる東西 トレンチ (長 さ60m)を

第 3調査区とした。なお、第 2調査区では西側沿いに幅約 lmの拡張調査を実施 した。

掘削に際しては、既往調査の結果を参照にし、現地表下0,3～ 0.5m前後迄の土層を機械で掘

削を実施し、以下0.4～ 0.5mま での土層を入力で掘削とした。地区割は、既往調査で実施 した

基準線を使用 した。

凡     例 (第212図 )

① 第 1次調査地 (昭和57年度)

② 第 3次調査地 (昭和58年度)

③ 第 4次調査地 (昭和59年度)

④ 第10次調査地 (昭和62年度)

⑤ 第16次調査地 (昭和63年度)
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第 3調査区      1

第 1節 調査の概要

___フ 、

0                         50m旺

第210図 遺構配置図
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第 2節 調査の結果

調査の結果、弥生時代後期・古墳時代前期 (庄 内式新相～布留式古相)・ 古墳時代中期・平

安時代・鎌倉時代～室町時代・近世の概ね 6時期の遺構を検出した。遺物では、弥生時代後期

から近世に至る土器 (弥生式土器・土師器・須恵器)。 石製品・木製品などが出土した。出土

量は、コンテナ箱にして約25箱分を数える。以下、基本層序と各調査区ごとについて記す。

I 基本層序

当調査区で調査 した現地表面から約1.5mに存在する土層内から普遍的にみられる 9層 を基

本層序とした (第211図 )。 以下、各土層について記す。

第 1層  耕土 :層厚20～ 25cm。 調査前までの畑の耕作土であった。

第 2層 淡灰褐色シル ト (第 1・ 2調査区)～淡褐灰色シル ト (第 3調査区):層厚20～

28cm。 耕上の床上である。

第 3層 乳灰茶色シル ト:層厚10～ 15cm。 第 1・ 2調査区で存在する土層で、第 3調査区で

は存在 しない。

第 4層 淡灰茶色シルト:層 厚 4 cm。 この上面には耕作に関連する近世の溝が切 り込まれて

いる。この土層も第 3層 と同様、第 3調査区では存在 しない。

第 5層 淡灰色細砂混シル ト:層厚20～ 25cm。 土層内から古墳時代中期に比定される土器を

中心とした遺物が出土しており、この時期の包含層と考えられるが、第 3調査区で

は出土 していない。また、上面 (標高8.5m)では耕作に関連する鎌倉時代ごろの

鋤溝・畝溝などの溝が東西・南北方向に切 り込まれている。

8.50m

6

7

9

第 3調査面

第 2調査面

第 1

第211図 基本層序柱状図 (S=1/40)
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第 2節 調査の結果
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第2節 調査の結果
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第 2節 調査の結果
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Ⅱ 第1調査区

第 6層 暗茶灰色細砂混シル ト:層厚15～ 20cm。 土層内から古墳時代前期に比定される遺物

が出土 してお り、上面 (標 高8.3m)では古墳時代中期に比定される遺構が切 り込

まれている。

第 7層 灰色粗砂 :層 厚 5 cm。 3～ 5 mlnの 砂粒が主であるが、 1～ 3 cmぐ らいの九みのある

小石が少量含まれる。西側だけの堆積で、東側の第 3調査区では検出していない。

第 8層 淡灰茶色シル ト～淡褐灰色シル ト:層 厚20～ 25cm。 上面 (標高8.Om)か ら弥生時

代後期 (畿内第V様式)～古墳時代初頭 (庄 内式古相)の遺構が切 り込まれている。

第 9層 淡灰茶色粘土 :層 厚20cm以 上。ゃゃ粘性がある。

Ⅱ 第 1調査区

最 も東側に設定 した東西に長い調査区 (幅2.5m× 長さ33m)で ある。調査区の東部では、

既往調査 (昭和58年度第 3次調査)で実施しており、古墳時代前期から鎌倉時代に至る遺構が

検出されている。特に古墳時代前期の遺構が密に存在 していることが明らかになっている。

当調査区では、第 5層上面 (第 3調査面)。 第 6層上面 (第 2調査面)。 第 8層上面 (第 1

調査面)の 3面 を調査面とした。その結果、第 1調査面では、弥生時代後期～古墳時代前期に

比定される小穴15個 (SPl～ S P15)・ 溝 2条 (SDl・ SD2)を 検出した。第 2調査面

では、古墳時代前期に比定される土坑 2基 (SK3・ SK4)。 河ヽ穴19個 (S P43～ S P60。

S P68)・ 土器集積 (SWl)、 古墳時代中期に比定される土坑 8基 (SK5～ S K12)。 河ヽ

穴 7個 (S P61～ S P67)・ 溝 2条 (SD9～ S D10)を検出した。第 3調査面では、鎌倉時

代～室町時代に比定される溝 3条 (S D36～ S D38)を検出した。これらの溝は農耕に関連す

るもので、すべて東西方向に伸びている (第212図 )。

遺構に伴わないものとしては、第 5層 内から古墳時代中期に比定される土器 (土師器・須恵

器)な どを中小とする破片、第 6層 内からは古墳時代前期に比定される土師器を中心とする破

片がコンテナ箱にして約 5箱分を出土 している。以下、各調査区について記す。

1)第 1調査面 (弥生時代後期から古墳時代前期)

/1ワく (SP)

SPl～ S P15

第 1調査区から15個の小穴を検出した。平面の形状には円形のもの 9個、楕円形のもの 3個、

不明のもの 3個がある。小穴の規模はSP3(径 73cm)・ S P13(径 68～ 88cm)を 除いて、径20～

47cmを測る小さいものバほとんどである。断面の形状には、U字形 (8個 )と 逆台形 (4個 )逆凸形

(3イ固)がある。堆積土は、暗灰色細砂混シル トである。以下、各小穴の法量などは第21表 に記す。
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遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

SPl GⅣ ―c6 楕円形 U字形 40～ 47 暗灰色細砂混シル ト

SP2 GⅣ ―c6 逆台形 暗灰色細砂混シル ト

SP3 GⅣ ―c7 逆凸形 灰褐色シルト 柱痕有り。

SP4 GⅣ ―c8 円 形 U字形 暗灰茶色細砂混 シル ト

SP5 GⅣ ―c8 円 形 U字形 暗灰色細砂混ンル ト

SP6 GⅣ ―c8 円 形 U字形 暗仄色細砂混シル ト

SP7 GⅣ ―c8 円形 U字形 暗灰色細砂混シル ト

SP8 GⅣ 一c8 円 形 U宇形 暗灰色細砂混シル ト

SP9 GⅣ ―c8 円 形 U字形 暗灰色細砂混シル ト

S P10 GⅣ ―c8 円 形 U字形 暗灰色細砂混シル ト

S Pll CⅣ ―c8 楕円形 逆台形 23～ 30 暗灰色綱砂混シル ト

S P12 GⅣ ―c9 円 形 逆台形 暗灰色細砂混シル ト

S P13 GⅣ ―c9 楕円形 逆台形 68´-88 暗灰色細砂混シル ト

S P14 GⅣ ―c9 円 形 逆凸形 暗灰色細砂混シル ト 柱痕有り。

S P15 GⅣ ―c9 逆凸形 暗灰色細砂混シル ト

第21表 小穴 (SP)一覧表

清 (SD)

SDl

GⅣ ― d7区で検出 した。方向は南北方

向を示 し、南北はともに調査区外に至る。

規模 は検 出部で、幅0,47～ 1.08m、 深 さ

13cmを 測る。断面は、浅い半円形を呈する。

堆積土は、灰色粗砂である。遺物は出土 し

ていない。

2)第 2調査面

上器集積 (SW)

S VVl

GⅣ ―d7区 の東部で検出 した土器集積

である。基本層序では第 6層 上面 (標高

8.4m)に あた り、掘形の形状がな く、土

器を置いたような状況で埋没 していた。集

積 した土器の平面形状は、南西―南東方向

に長い楕円形で、長径1.2m、 短径0.6mを

測る (第 216図 )。 土器の時期は、庄内式古

* 単位 :cm

⑬
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Ⅱ 第 1調査区
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第217図  SWl出土遺物実測図

-333-

20cm



相に比定されるものである。個体数は、15個 を数え、器種別の比率は、甕5.5:壼 2:鉢 1.5:

器台0.5:高 杯0.5の割合である。壷 (1～ 3)。 V様式系甕 (4～ 8)・ 鉢 (9・ 10)・ 器台

(11)。 高杯 (12)で ある (第217図 )。

土坑 (SK)

SK3

GⅣ ―d7区で検出した。南部はSK6に切られている。平面は、楕円形を呈するであろう。

規模は検出部で、東西0.8m、 南北0。 7m以上、深さ8 cmを測る。断面は、半円形を呈する。堆

積土は、暗茶褐色砂礫混砂質土である。遺物は、内部から古墳時代前期に比定される土師器の

小片が少量出土 している。

SK4

GⅣ ―d7・ d8区で検出した土坑である。平面は隅九方形を呈する。規模は検出部で、東

西 1.4m、 南北1.15m、 深 さ13cmを 測る。断面

は、半円形を呈する。堆積土は、暗茶灰色砂礫

混砂質上である。、遺物は、内部から古墳時代

前期 (庄 内式古相)に比定される土師器の壷・

甕など小片がごく少量出土 している (第218図 )。

SK5

GⅣ ― d6区で検出した。西・北部 ともに調

査区外に至 り、平面の形状は、不明である。規

模は検出部で、東西4.76m、 南北1,24m、 深 さ

23cmを 測 る。堆積土は、暗茶褐色粗砂混砂質

土 。淡茶灰色砂礫混砂質土である。遺物は、内

部から古墳時代前期に比定される土師器の小片

が少量出土 している。

N68            N67

1   1

A'

A'

0           1m

SK6                             第218図  SK4平断面図

GⅣ 一d7区で検出した。北部予よSK3を切 り、南部は調査区外に至 り、平面の形状は、不

明である。規模は検出部で、東西1.34m、 南北0.6m、 深さ10cmを 測る。堆積土は、黒掲色シ

ル トである。遺物は、内部から古墳時代前期に比定される土師器の小片が少量出土 している。

SK7

GⅣ ―d8区で検出した。南部は調査区外に至 り、平面の形状は、不明である。規模は検出

部で、東西2.58m、 南北0。 85m、 深さ6 cmを測る。堆積土は、淡茶灰色細砂である。遺物は、

内部から古墳時代中期に比定される土師器・須恵器の小片が少量出土している。

1 暗茶灰色砂礫混砂質土
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Ⅱ 第 1調査区

SK8

GⅣ 一d8区で検出した。南部はSK9に 切 られ、北部は調査区外に至 り、平面の形状は、

不明である。規模は検出部で、東西1.45m以 上、南北0。 75m以上、深さ 8 cmを 測る。堆積土は、

黒灰色シル トである。遺物は、内部か ら古墳時代中期に比定される土師器の小片が少量出土 し

ている。

SK9

GⅣ ―d8・ d9区で検出した。SK8・ S Kll

を切 り、南・北部ともに調査区外に至る。規模は検

出部で、東西4.lm、 南北1.9m、 深さ16cmを 測る。

堆積土は、黒灰色細砂・暗灰褐色粗砂混シル トであ

る。遺物は、内部から弥生時代後期に比定される重

(13)・ 鉢 (14)と 、古墳時代中期に比定される土

帥器 (15)が出土している (第 219図 )。

S K10

GⅣ ―d9区 で検出した。北部は調査区外に至 り、

平面の形状は、不明である。規模は検出部で、東西   ヒ______」 OCm

l.7m、 南北1,9m、 深さ 6 cmを 測る。堆積土は、淡  第餌9図 SK9出土遺物実測図

茶灰色細砂混砂質土である。遺物は、内部から古墳

時代中期に比定される土師器の小片が少量出土 して

いる。

S Kll

GⅣ ―d9区で検出した。西部はSK9に 切 られ、南部は調査区外に至 り、平面の形状は、

不明である。規模は検出部で、東西1,7m、 南北1.2m、 深さ15cmを 測る。堆積土は、茶灰色細

砂混シル トの 1層 である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師器の小片が少量出

土 している。

S K12

GⅣ ―d9区で検出した。東部はS D10に 切 られ、南部は調査区外に至 り、平面の形状は、

不明である。規模は検出部で、東西1,7m以上、南北 lm以上、深さ19cmを 測る。堆積土は、

茶灰色細砂・暗灰茶色砂礫混砂質土である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師

器の小片が少量出土 している。
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/1ヽ穴 (SP)

S P43～ S P68

第 2調査面から26個 を検出した。平面の形状には、円形を呈するもの12個 、楕円形を呈する

もの 6個、逆台形を呈するもの 1個、不定形を呈するもの 2個、不明のもの 5個がある。規模

は検出部で、大きいもの50～ 84cm、 小さいもの10～ 43cmを 測る。断面はS P58の楕円形、 SP

64の逆凸形を除き、すべて逆台形を呈する。堆積土は暗灰色ンルトと黒茶灰色細砂混シル トの

2種類に分かれる。遺物は、ごく一部の小穴内部から土師器の小片がごく少量出土 している。

以下、各小穴の法量などについては第22表に記す。

第22表 小穴 (SP)一覧表 単位 i cm

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆 積 土 備 考

S P43 GⅣ ―d6 円形 逆台形 黒仄色シルト

S P44 GⅣ ―d7 逆台形 11 黒灰色 シル ト

S P45 GⅣ ―d7 円形 逆台形 10 黒灰色シルト

S P46 GⅣ ―d7 不定形 逆台形 11 黒灰色 シル ト

S P47 GⅣ 一d7 楕円形 逆台形 28～ 45 5 黒灰色 シル ト

S P48 GⅣ― d7 円形 逆台形 黒灰色 シウレト

S GⅣ ― d7 円形 逆台形 黒灰色シルト

S P50 GⅣ ―d7 不定形 逆台形 黒灰色シルト

S P51 GⅣ ―d7 円形 逆台形 11 黒灰色シルト

S P52 GⅣ ―d8 逆台形 黒灰色シルト

S P53 GⅣ 一d8 逆台形 黒灰色シルト

S P54 GⅣ 一d8 楕円形 逆台形 23´ヤ28 黒灰色シルト

S P55 GⅣ 一d8 楕円形 逆台形 28-35 黒灰色シルト

S P56 GⅣ 一d8 楕円形 逆台形 21´ヤ33 黒灰色シルト

S P57 GⅣ ―d8 円形 逆台形 黒灰色シルト

S P58 GⅣ ―d8 逆台形 楕円形 33´-50 黒灰色 シル ト

S P59 GⅣ 一d8 円形 逆台形 黒仄色シルト

S P60 CⅣ 一d8 円形 逆台形 黒灰色 シル ト

S GⅣ ―d8 楕円形 逆台形 黒灰色 シル ト

S P62 GⅣ ―d8 円形 逆台形 黒灰色シルト

S P63 GⅣ 一d7 円形 逆台形 黒灰色シルト

S P64 GⅣ 一d7 逆凸形 暗茶仄色細砂混シルト

S P65 GⅣ 一d7 楕円形 逆台形 24´-34 暗茶灰色細砂混シルト

S P66 GⅣ 一d8 円形 逆台形 暗茶灰色細砂混シルト

S P67 GⅣ 一d8 円形 逆台形 7 暗茶灰色細砂混シルト

S P68 GⅣ ―d9 逆台形 暗茶灰色細砂混シルト
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Ⅱ 第 1調査区

清 (SD)

S D36～ 39

4条 を検出した。方向は、すべて東西方向を示す。これらの溝は耕作に関連する鍬溝・畝溝

で、古墳時代中期の包含層 (第 5層 )を切 り込んでいる。規模は検出部で、幅40～ 90clll、 深さ

8～ 12cmを 測る。断面は、逆台形を呈する。堆積土は、乳灰褐色粘質シル ト又は明淡灰色 シル

トの単一層である。遺物は出土 していない。以下、各溝の法量などについては第23表 に記す。

第23表 濤 (sD)一覧表
単位

遺構番号 地  区 方 向 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考
S D36 GⅣ一d6

～ d7
東―西 逆台形 40以上 8 乳灰褐色粘質シルト

S D37 GⅣ 一 d6
～ d9

東―西 逆台形 90以上 明淡灰色シル ト

(粗砂を少量含む)

S D38 GⅣ 一d9 東 ―西 逆台形 15´-24 乳灰褐色粘質シルト

S D39 GⅣ ―d9 東―西 逆台形 明淡灰色シル ト

(粗砂を少量含む)

3)遺構に伴わない出土遺物

第 5・ 6層から出上 している。出土量はコンテナ箱にして約 1箱分である。時期は、弥生時代

後期から古墳時代中期に比定されるものである。図示できたものについて記す (第224。 225図 )。

古墳時代前期に比定されるものは、壼 (21)・ V様式系萎 (23～ 30)・ 庄内式甕 (31～ 34)・

布留式奏 (35)鉢 (43～ 48)。 高杯 (49～ 521である。古墳時代中期に比定されるものは、土

師器の甕 (36～ 42)・ 高杯 (49～ 52)須恵器の杯蓋 (53～ 57)・ 不身 (58・ 59)。 高杯 (60～

62)。 重 (63・ 64)である。
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Ⅱ 第 1調査区
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第224図 追構に伴わない出土遺物実測図 1

-339-

20cm



第225国  追構に伴わない出上追均実測図 2
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Ⅲ 第2調査区

皿 第 2調査区

当調査区は、第 1調査区の東端部から南方へ廷びる南北に長い調査区 (長 さ33m)で ある。こ

の調査区では、西側に約 lmの拡張を実施し、幅3.5mと なる。調査面積は115.5m2を 測る。第

4層 (第 3調査面)。 第 5層 (第 2調査面)。 第 6層 (第 1調査面)の 上面の 3面 を調査対象面とし

た (第213図 )。 その結果、第 1調査面では、弥生時代後期に比定される溝 1条 (SD6)、 古墳

時代前期に比定される土坑 2基 (SKl・ SK2)・ 小穴24個 (S P16～ S P39)。 溝 3条 (SD

3～ SD5)を検出した。第 2調査面では、古墳時代中期に比定される土坑 4基 (S K13～ SK

16)。 小穴32個 (S P69～ S P100)・ 溝 1条 (S Dll・ 12)、 平安時代中期に比定される土坑 1基

(S K17)を 検出した。第 3調査面では、鎌倉時代～江戸時代に比定される土坑 1基 (S K18)・

溝32条 (S D39～ S D75)を 検出した。以下、各調査区こどの遺構について記す。

1)第 1調査面 (弥生時代後期～古墳時代前期)

土坑 (SK)

SKl

GⅣ ―f9区の拡張部で検出した。南部はSK2・ S P35。 S P36に 切られ、西部は調査区

外に至るため、全容の形状は不明である。規模は検出部で、東西0。 4m、 南北2.2m、 深さ14cm

を測る。堆積土は、暗茶灰色粘質シル トである。遺物は出土していない。

SK2

GⅣ ―f9区で検出した。SKlを 切 り、S P36に切られ、西部は調査区外に至る。平面の

形状は、不明である。規模は検出部で、東西1.2m、 南北0,8m、 深さ10cmを測る。断面は、浅

い半円形を呈する。堆積土は、暗灰褐色細砂混シル トである。遺物は、内部から庄内式中相に

比定される庄内式奏などの小片がごく少量出土している。

/1ヽラく (SP)

S P16～ S P39

当調査区で24個 を検出 した。平面の形状は、円形

を呈するもの12個、楕円形を呈するもの 7個、長方形

のもの 1個、不明のもの 4個がある。規模は検出部で、

径15～ 52cm、 深さ10～ 38cmを 測る。断面は、U字形及

び逆凸形・逆台形を呈する。堆積土は、暗灰褐色細

砂混シル トである。遺物は、内部からほとんど出土

していないが、若干の小穴内から土師器の小片がご

0               10Cm

第226図  S P34出土遺物実測図
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く少量出土 している。遺物を出土 している小穴で図示でき

たものについて記す。 S P34が庄内式甕 (1)、 S P39が小

型壷 (2)、 鉢 (3)で ある (第 226。 227図 )。 これらの小穴で

あるが、住居に伴う柱穴と考えられるものが半数以上見ら

れる。しかし、査区の面積が狭 く、限定された調査区であり、

規則性をもって配列するものをみいだすには至らなかった。

以下、個々の小穴の法量などについては第21表 に記す。

清 (SD)

SD3

GⅣ ―e9区で検出した。方向は東西を主軸にした東か

ら北へ35° を示 し、西部は途切れ、東部は調査区外に至る。

第24表 小穴 (SP)一覧表

0               1ocm

― ― ―
J

第227図  S P39出 土遺物実測図

* 単 位 i cln

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S P16 GⅣ ―d9 精円形 逆凸形 暗灰褐色細砂混シルト

S P17 GⅣ ―d9 逆台形 15以 上 暗灰褐色細砂混シルト

S P18 GⅣ ―d9 円  形 逆台形 37～ 46 暗灰褐色細砂混シルト

S P19 GⅣ 一e9 逆台形 暗灰禍色細砂混シルト

S P20 GⅣ ―e9 円  形 逆凸形 暗灰褐色細砂混シルト

S P21 GⅣ ―e9 円 形 逆凸形 36々ヤ48 暗灰褐色細砂混シルト

S P22 GⅣ ―e9 円 形 逆凸形 28～ 32 暗灰褐色細砂混シルト

S P23 GⅣ ―e9 楕円形 逆凸形 25´-40 暗灰禍色細砂混シルト

S P24 GⅣ ―e9 円  形 U字形 9 暗灰褐色細砂混シルト

S P25 GⅣ 一e9 楕円形 U字形 33～ 42 暗灰褐色細砂混シルト

S P26 GⅣ ―e9 円 形 逆凸形 暗灰褐色細砂混シルト

S P27 GⅣ ―e9 楕円形 U字形 30～ 35 14 暗灰褐色細砂混シルト

S P28 GⅣ 一f9 楕円形 U字形 暗灰褐色細砂混シルト

S P29 GⅣ 一f9 長方形 U字形 28´-42 暗灰褐色細砂混シルト

S P30 GⅣ ―f9 円 形 逆凸形 暗灰褐色細砂混シルト

S P31 GⅣ ―f9 円  形 逆凸形 28～ 33 暗灰褐色細砂混シルト

S P32 GⅣ ―f9 楕円形 U字形 24～ 31 暗灰褐色細砂混シルト

S P33 GⅣ -19 円  形 U字形 15 暗灰褐色細砂混シルト

S P34 GⅣ ―f9 円 形 逆台形 12 暗灰褐色細砂混シルト

S P35 GⅣ ―f9 U字形 暗仄褐色細砂混シルト

S P36 GⅣ ―f9 楕円形 U字形 暗灰掲色細砂混シルト

S P37 GⅣ ―f9 U字形 暗灰褐色細砂混ンルト

S P38 GⅣ ―f9 円  形 U字形 暗灰褐色細砂混シルト

S P39 GⅣ ―f9 円  形 U字形 4 暗灰掲色細砂混シルト
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Ⅲ 第2調査区

規模は検出部で、幅40cm、 深さ14cmを 測る。断面は半円形を呈する。断面は逆台形を呈する。

堆積土は、暗灰茶色粗砂混シル トである。遺物は出土 していない。

SD4

GⅣ ― e9区で検出した。方向は東西方向を示 し、東西はともに調査区外に居たる。規模は

検出部で、幅40cm、 深 さ14cmを測る。断面は浅い半円形を呈する。堆積土は、暗灰茶色粗砂混

シル トである。遺物は出土 していない。

SD5

GⅣ ― f9区で検出した。方向は南東一北西方向を示す。南東部は第 3調査区に至 り、途切

1 暗茶灰色細砂、炭混シル ト

2 暗灰色祖砂

(中央部は淡灰茶色祖砂 )

3 淡灰黄色シル ト

0            1m

第228図  SD6断 面図

部から弥生時代後期 (畿内第V様式)に比定される

奏 (4)。 鉢 (5)な どの小片がごく少量出上して

いる (第 229図 )。

2)第 2調査面 (古墳時代中期・平安時代中期)

土坑 (SK)

S K13

GⅣ ―d9区で検出した土坑で、東西ともに調査

区外に至 り、平面の形状は不明である。南部ではS

K14に切られ、S P76を切 り、北部ではS D10が合

流 している関係 にある。規模 は検出部で、東西

3.5m以 上、南北6.6m以 上、深さ27cmを 測る。断面

は逆台形を呈 し、内部には黒灰色シル ト (土器を多

れ、北東部は攪乱で切られている。規模は検出

部で、幅24cm、 深さ5～ 7 cmを 測る。断面は半

円形を呈する。堆積土は、暗褐灰色粘質土の 1

層である。遺物は出上 していない。

SD6

GⅣ ―f9区で検出した。方向は南東―北西

方向を示し、調査区外に至る。規模は検出部で、

幅1.2m、 深さ62cmを 測る。断面はU字形を呈

する。堆積土は、暗茶灰色細砂混シル ト・暗灰

色粗砂 (中央部は淡灰茶色粗砂)・ 淡灰黄色シ

ル トの 3層 に分かれる (第228図 )。 遺物は、内

0                    1 0Cm

第229図  SD6出 上造物実測図
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国
"十

Ｎ６２＋

1 淡茶灰色細砂混粘質土

0                  50cm

第233図  S K17平断面図

く含む)。 黒褐色シル ト(炭・灰を多量に含む)・ 暗

灰黒褐色シル ト・暗灰色粘質シル ト・暗褐灰色シル

ト・茶灰色細砂混シルトが堆積 している(第 230図 )。

底面では平面円形の小穴 5個が見られ、径15～ 30帥

の規模を測る。これらの小穴は規則的な配列もなか

ったが、土坑の中心に位置するS P72(第 233図 )で

は径15cm、 長さ50cmの柱根が遺存 しており、竪穴式

住居が考えられる。遺物は、内部から古墳時代中期

に比定される土師器の壺・甕 (6～ 12)・ 杯 (13)。 高

杯 (14)、 製塩土器、須恵器の杯蓋 (15～ 21)。 杯身

(22～ 27)・ 甕 (28・ 29)な どの破片がコンテナ箱にし

て約 2箱分出土している(第231図 )。

S K14

GⅣ ―e9区で検出した。北部はS K13を切 り、

西部は調査区外に至 り、全容の形状は、不明である。

規模は検出部で、東西1.2m以上、南北1.05m以上、

深さ21cmを 測る。堆積土は、暗灰黒色

粗砂混シル トである。遺物は、内部か

ら古墳時代に比定される土師器・須恵

器の小片がごく少量出土している。

S K15

GⅣ ―f9区の拡張部で検出した。

西部は調査区外に至 り、全容は不明で

ある。規模は検出部で、東西0.6m以

上、南北1.7m以上、深さ19cmを 測る。

堆積土は、暗灰茶色細砂混粘質土であ

る。遺物は出土していない。

S K16

GⅣ ―f9区で検出した。平面は楕

円形を呈する。規模は検出部で、長径

1.84m、 短径0.68m、 深さ43cmを 測る。

断面は、半円形を呈する。堆積土は、

国
“十

7.70m

1 皓灰色細砂混シル ト

2 暗灰青色細砂混シル ト

0            1m

第232図  S P71平断面図

8.50m

1

σ
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Ⅲ 第 2調査区

灰黒色シル トである。遺物は出上 していない。

S K17

GⅣ ― f9区で検出 した。平面は円形を呈 し、

径0,84cm、 深さ50cmを 測る。断面は、U字形を呈

する。堆積土は、淡茶灰色細砂混粘質土である。

遺物は、底部付近から平安時代中期に比定される

土師質皿 2点 (30,31)が 出土 している (第234図 )。

他に堆積土内から土師器の小片がごく少量出土 し

ている。

/1ヽ穴 (SP)

S P69～ S P100

32個 (う ちS K13底面で検出した小穴5個が含まれる)を検出した。平面の形状にけ、円形

のもの (12個 )、 楕円形のもの (3個 )、 不定形のもの (1個 )があり、全容が不明のものは

(16個 )を 数える。規模は検出部で、径 14～

57cmの 小さいもの (16個)と 径40～ 72cmの 比較

的大きいもの (16個)に分けられる。断面の形

状には小穴の大小に関係なく逆凸形のもの、U

字形のものがある。深さは15～ 50cmを 測る。逆

凸形のものには柱根や柱痕が見られ、建物の柱

穴に相当するものと考えられる。しかし、限定

された調査区であるため、規則性のある配列が

見出せなかった。これらの小穴の時期は、内部

に堆積する暗茶灰色細砂混シル ト内から古墳時

10cm

第234図  S K17出 土遺物実測図

1 0cm

第235図  S P69山 土遺物実測図

第236図  S P98・ 山土遺物実測図

1 0cm

第237図  S P79出土遺物実測図
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代中期に比定される土器を中心とする土師器・須恵器などの小穴がごく少量出土 してお り、 5

世紀代のものであろう。図示できたものは、 S P69が V様式系の壷 (32)、 S P79。 S P98が

庄内式の壼 (33～ 35)で ある (第 235～ 237図 )。 以下、個々の小穴の法量などについて第25表

に言己す。

第25表 小穴 (SP)一覧表 単位

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 偏 考

S P69 GⅣ ―d9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P70 GⅣ 一d9 U字形 5～ 10 暗茶灰色細砂混シルト

S GⅣ 一d9 円 形 U字形 暗茶灰色細砂混シルト 柱痕有 り。

S GⅣ ―d9 円 形 U字形 暗黒褐色シル ト

S P73 GⅣ 一d9 円 形 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P74 GⅣ ―d9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P75 GⅣ―d9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P76 GⅣ 一e9 逆凸形 暗茶灰色細砂混シルト 柱痕有り。

S P77 GⅣ ―e9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P78 GⅣ ―e9 U字形 暗黒褐色シル ト

S P79 GⅣ ―e9 U字形 17 暗茶灰色細砂混シルト 柱痕有 り。

S P80 GⅣ ―e9 円 形 U字形 暗茶仄色細砂混シルト 柱痕有 り。

GⅣ ―e9 円 形 U字形 7 暗茶灰色細砂混シルト 柱痕有 り。

S P82 GⅣ ―e9 U字形 暗黒禍色シルト

S P83 GⅣ 一e9 U字形 22～ 27 暗黒褐色ンルト 柱痕有り。

S P84 GⅣ ―e9 円形 U字形 22～ 23 暗茶灰色細砂混シルト 柱痕有 り。

S P85 GⅣ ―e9 楕円形 U字形 14～ 57 25～ 50 暗茶灰色細砂混シルト

S P86 GⅣ ―e9 楕円形 U字形 26～ 66 17々-36 暗茶灰色細砂混シルト 柱痕有り。

S P87 GⅣ ―f9 円形 U字 形 7 暗茶灰色細砂混シルト

S P88 GⅣ ―f9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P89 GⅣ ―f9 円 形 U字形 暗茶灰色細砂混ンルト

S P90 GⅣ ―f9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P91 GⅣ ―f9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P92 GⅣ ―f9 U字形 9 暗茶灰色細砂混シルト

S P93 GⅣ 一f9 円 形 U字形 2 暗茶灰色細砂混シルト

S P94 GⅣ ―f9 円 形 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P95 GⅣ ―f9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P96 GⅣ ―f9 円 形 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P97 GⅣ ―f9 不定形 U字形 37～43 暗茶灰色細砂混シルト 柱痕有り。

S P98 GⅣ ―f9 円 形 U字形 暗茶灰色細砂混シルト 柱痕有り。

S P99 GⅣ 一f9 楕円形 U字形 20～ 37 暗茶灰色細砂混シルト

S P100 GⅣ ―f9 U字形 暗茶灰色細砂混シルト
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Ш 第2調査区

溝 (SD)

S Dll

GⅣ ― e9区で検出した。方向は東西を軸にすると西 より北へ10度振っている。東部は SP

78。 79と 切 り合 う関係 にある。検出長1.5m、 幅25～ 30cm、 深 さ 8伽 を測る。断面は、浅い半

円形を呈する。堆積土は、暗茶灰色細砂混シル トである。遺物は出土 していない。

S D12

GⅣ ― e9区 で検 出 した。方向はほぼ東西方向 を示す。上部は削平 されてお り、検 出長

1.2m、 幅30cm、 深 さ 5 cmを 測る。断面は、浅い半円形 を呈する。堆積土は、暗茶灰色細砂混

シル トである。遺物は、内部から土師器の甕 (36)の 小片がごく少量出土 している (第 238図 )。

3)第 3調査面 (鎌倉時代 。江戸時代 )

清 (SD)

S D40～ S D75

36条 を検出した。方向はすべて東西方向を示 し、耕作に関連する鋤溝・畝溝などの溝である。

第26表 小穴 (SD)一覧表                                   * 単位 i cm

遺構番号 地   区 方 向 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D40 GⅣ ―d9 東 ―西 逆台形 40‐-70 明乳灰茶色シルト

S D41 GⅣ ―d9 東―西 逆台形 54々ヤ60 淡灰茶色シル ト

S D42 GⅣ ―d9 東―西 逆台形 60-85 淡灰茶色シル ト

S D43 GⅣ ―d9 東―西 逆台形 23々-36 10 乳灰褐色粘質シルト

S D44 GⅣ ―d9 東―西 逆台形 48´-67 乳灰褐色粘質シルト

S D45 GⅣ ―e9 東―西 逆台形 20～35 淡灰茶色シル ト

S D46 GⅣ ―e9 東 ―西 逆台形 27～ 35 明乳灰茶色シルト

S D47 GⅣ ―e9 東―西 逆台形 34々-41 乳灰褐色粘質シルト

S D48 GⅣ ―e9 東―西 逆台形 24-40 乳灰褐色粘質シルト

S D49 GⅣ ―e9 東 ―西 逆台形 38-55 8 淡灰色シルト

S D50 GⅣ 一e9 東一西 逆台形 40～ 55 明乳灰色 シル ト

S D51 GⅣ ―e9 東―西 逆台形 41～ 50 9 明乳灰茶色シル ト

S D52 GⅣ 一e9 東―西 逆台形 22´ヤ30 4 淡灰茶色シル ト

S D53 GⅣ ―e9 東―西 逆台形 7 淡灰茶色シル ト

S D54 GⅣ ―e9 東―西 逆台形 20～25 8 淡灰褐色シル ト

S D55 GⅣ ―e9 東―西 逆台形 22-30 8 淡灰禍色シルト

S D56 GⅣ 一e9 東―西 逆台形 66-ヤ 74 明乳灰茶色シル ト

S D57 GⅣ 一e9 東―西 逆台形 85々ヤ96 淡灰禍色シルト

S D58 GⅣ ―e9 東―西 逆台形 28々ヤ40 明乳灰茶色シルト

S D59 GⅣ ―f9 東―西 逆台形 17 明乳灰茶色シルト

-349-



* 単位 i cm

遺構番号 地   区 方  向 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D60 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 20々V43 7 淡灰掲色 ンル ト

S D61 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 23～ 32 淡灰褐色シルト

S D62 GⅣ ― f9 東一西 逆台形 11 淡灰茶色 シル ト

S D63 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 25～ 62 ll 乳灰褐色粘質シル ト

S D64 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 57～ 75 9 乳灰褐色粘質シルト

S D65 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 11 乳灰褐色粘質シルト

S D66 GⅣ ― 9 東―西 逆台形 9 乳灰掲色粘質シルト

S D67 GⅣ ― 9 東―西 逆台形 乳灰褐色粘質シルト

S D68 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 8～ 15 4 乳灰褐色粘質シルト

S D69 GⅣ ― f9 東 ―西 逆台形 明乳灰茶色シルト

S D70 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 31～ 40 淡灰茶色シル ト

S D71 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 5 乳灰褐色粘質ンルト

S D72 GⅣ ― f9 東 一西 逆台形 5 乳灰褐色粘質シルト

S D73 GⅣ ― f9 東 ―西 逆台形 21´-32 5 乳灰掲色粘質ンルト

S D74 GⅣ ― f9 東―西 逆台形 14～ 23 9 灰色微砂混シルト

S D75 GⅣ ― f9 東一西 逆台形 16～ 76 灰色微砂混シルト

これらの溝は大きく2つ に分けることができる。第 3層上面から切 り込む溝、第 4層上面から

切 り込むでそれぞれ重複している。時期は、前者が江戸時代、後者が鎌倉時代に比定されるも

のであろう。規模は検出部で、幅14～ 40cmま での狭いもの、と0～ 96cmの広いものが見られる。

断面の形状はすべて逆台形を呈し、深さ4～ 36cmを 測る比較的浅いものが最も多い。溝内の堆

積土は単一層で、鎌倉時代の溝には淡灰茶色シル ト及び明乳灰茶色シル ト、江戸時代の溝には

乳灰褐色粘質シル ト及び灰色微砂混シルトが堆積 している。遺物は、内部から古墳時代前期～

中期に比定される土器の小片がごく少量出土 しているが、第 5層 (古墳時代中期の包含層)を

削ったときのものである。以下、個々の小穴の法量などについて第26表 に記す。

4)遺構に伴なわない出土遺物

第 3・ 4層 で出土量はコンテナ箱にして約 3箱分である。特に第 3調査区の西部から出土 し

たものが大半である。時期は弥生時代後期末～鎌倉時代に至る土器である。以下、図示できた

ものについて記す (第 239。 240図 )。 弥生時代 に比定 されるものは、壺 (37・ 38)・ 高杯

(39)・ 甕 (40～ 52)で ある。古墳時代前期に比定されるものは、瀬戸内系の奏 (53)。 鉢

(54～ 56)・ 高杯 (57)で ある。古墳時代中期に比定されるものは、製塩土器 (58)・ 須恵器

の杯蓋 (59)。 杯身 (60・ 61)・ 鉢 (62・ 63)。 大型器台 (64)で ある。
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第240国  遺構に伴わない出土遺物実測図 2

Ⅳ  第 3調査区

第2調査区の南端部から東に設定した東西に長い調査区 (幅2.5m× 長さ63m)である。調

査区の面積は、157.5m2を 測る。

当調査区では、第 3層 (第 3調査面)。 第 4層 (第 2調査面)。 第 6層上面 (第 1調査面)の

3面 を調査面とした (第 214。 215図 )。 その結果、第 1調査面では、弥生時代後期末に比定さ

れる小穴 3個 (S P40～ S P42)。 溝 2条 (SD7・ SD8)を 検出した。第 2調査面では、古

墳時代前期に比定される土坑 4基 (S K18～ S K22)。 小穴10個 (S P101～ S Pl10)・ 溝21条

(S D13～ S D33)・ 自然河川 1条 (河川 1)、 古墳時代中期に比定される土抗 1基 (S K23)。

小穴12個 (S Plll～ S P122)を検出した。第 3調査面では、鎌倉時代～室町時代に比定され

る溝10条 (S D76～ S D 81・ S D83・ S D84)、 江戸時代に比定される溝 1条 (S D82)を 検出した。

遺構に伴わない遺物は、第 2層 内から鎌倉時代～江戸時代に至る遺物の小穴、第 4層 内から

古墳時代中期に比定される土師器・須恵器の小片、第 5層 内から弥生時代後期末に比定される

土器の小片がごく少量出土している。遺物量は、ヨンテナ箱にして約 2箱分である。以下、各

調査区の各遺構について記す。
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Ⅳ 第3調査区

1)第 1調査面 (弥生時代後期末)  
｀

/1ヽ穴 (SP)

S P40～ S P4ク

3個 を検出 した。平面の形状は調査区外に至るが、構成の遺構によって切 られているため、

すべての小穴は不明である。規模は検出部で、径21～ 78cm、 深 さ 9～ 26cmを 測 り、断面の形状

は、逆台形を呈する。堆積土は、暗褐灰色細砂混シル トで、内部から畿内第V様式に比定され

る甕などの小片がごく少量出土 している。以下、個々の小穴の法量などについては第27表 に記

す。

第27表 小穴 (SP)一覧表 * 単位 i cm

溝 (SD)

SD7

GV― gl区 で検出した。方向は東西方向を示 し、東部はSD8を切 り、途切れている。西

部はS K19に切られている。規模は検出部で、幅18～ 33cm、 深さ1lcmを 測る。断面は、半円形

を呈する。堆積土は、暗褐灰色細砂混シル トである。遺物は、内部から畿内第V様式に比定さ

れる土器の小片がごく少量出土 している。

SD8

GV― gl区で検出した。方向は南北方向を示 し、南部はSD7に切られ、途中で切れてい

る。北部は調査区外に至る。規模は検出部で、幅36cm、 深さ14cmを 測る。断面は半円形を呈す

る。堆積土は、暗褐茶色シル ト混細砂である。遺物は出土 していない。

2)第 2調査面 (古墳時代前期～中期)

土坑 (SK)

S K18

GⅣ ―g10区 で検出した。北部は調査区がに至 り、平面の形状は不明である。南部の一部は

S D34に切られている。規模は検出部で、最大幅1.4m以上、東西幅0,94m、 深さ7 cmを 測る。

断面は、逆台形を呈する。堆積土は、淡灰色砂礫である。遺物は、調査区壁面付近で集積 した

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S P40 GⅣ ―g10

GV～gl

逆台形 25～ 78 暗褐灰色細砂混シルト

S P4ユ GV― gユ 逆台形 21´-30 暗褐灰色細砂混シルト

S P42 GV― gl 逆台形 38々ヤ66 9 暗褐灰色細砂混シルト
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Ⅳ 第 3調査区

＼＼_」とを′
1

20銅

第242図  S K18出 土遺物実測図
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1 灰黒色祖砂混粘質土

第243図  S K19平断面回

土器 (コ ンテナ箱にして 1箱分)を 検出 した)(第 241図 )。 土器

は小片化 した集積で、径約50cmの ほぼ円形状を呈 している。器

種はほとんどV様式甕 (1～ 10)で、その他に鉢 (11)1点 である

(第242図 )。

S K19

GⅣ ―g10。 GV― gl区 で検出した。平面の形状は南部が

調査区外に至 り、不明である。規模は検出部で、東西4.6m、 南

北1.6m、 深 さ20cmを 測る。断面は逆台形 を呈 し、底面の周辺

では溝状に落ち込んでいる。また、北西の底面には平面円形の小

穴 (径34cm、 深さ12cm)1個がある。堆積土は、灰黒色粗砂混粘

質土である (第 243図 )。 内部から庄内式新相に比定 される鉢・

庄内式甕 (12)・ 高杯などの破片が少量出土 している (第244図 )。

S K20

GV― g3・ g4区で検出した。平面の形状は北部が調査区外 |こ 至 り、不明である。東部は

S D22を 切っている。規模は検出部で、東西 2m、 南北1.2m、 深さ19cmを 測る。断面は逆台

,2

第244図  S K19出 土遺物実測図
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形を呈する。堆積土は、灰茶褐色細砂混粘質土で

ある。遺物は、内部から土師器の小片が少量出土

している。

S K21

S K20の南部で検出した。平面は隅九方形を呈

する。規模は検出部で、東西0,84m、 南北 lm、

深さ50cmを 測る。断面はU字形を呈する。堆積土

は、暗茶褐色細砂混粘質上の 1層 である (第 245

図)。 遺物は、内部から庄内式新相に比定される

壼・庄内式甕・V様式系甕 (13)・ 甕 (14)。 高杯

(15)な どの小片が少量出土 している (第 246図 )。

0                   1 0cm

第246図  S K21出土追物実測図

S K22

GⅣ ―g10区 で検出した。平面の形状は北部が

調査区外に至 り、不明で,あ る。規模は検出部で、

東西1.04m、 南北0。 94m、 深さ19cmを 測る。断面

は半円形を呈する。堆積土は、暗茶褐色粘質土の

1層 である (第 247図 )。 遺物は、内部から畿内第

V様式に比定される奏 (16)の小片が少量出土 し

ている (第 248図 )。

S K23

GV― gl区 で検出した。平面の形状は南部が調査区外に

至 り、不明である。規模は検出部で、東西1.9m、 南北0.55m、

深さЙcmを 測る。断面は半円形を呈する。堆積土は、暗灰色

Ⅳ 第 3調査区

0           1m

第245図  S K21平断面図

0            1m

第247図  S K22平断面図

牲_____に___二」Cm

第248図  S K22出土遺物実測図

8.00m

④
二

8.50m

i 暗茶掲色細砂混粘質土

1 暗茶掲色粘質土シル ト
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砂礫混粘質土・灰黒色粗砂混粘質土である。遺物は、内部から古墳時代中期に比定される土師

器・須恵器の小片がごく少量出土 している。

′
Jヽ穴 (SP)

S P101～ S P123

23個 を検出した。平面の形状には、円形のもの (10個 )、 楕円形のもの (10個 )がある。ま

た、調査区外に至 り、平面の形状が不明のもの (3個)も ある。規模は検出部で、40～ 76cmの

大きいものから10～ 40cmの 小さいものまである。断面は逆合形及びU字形を呈 し、古墳時代前

期に比定される小穴内には暗茶灰色細砂混シル ト及び暗灰褐色細砂混粘質土がそれぞれ単一で

堆積 している。遺物は、内部から古墳時代前期に比定されるもの、古墳時代中期に比定される

ものが出土 している。以下、個々の小穴の法量などについて第28表 に記す。

清 (SD)

S D13

GⅣ ―g10区 で検出した。方向は南南東一北北西方向に伸び、調査区外 |こ 至る。規模は検出

部で、幅58cm、 深さ39cmを 測る。 S Pl13～ S Pl16に切られている。断面は半円形を呈し、内

第28表 小穴 (SP)一覧表 * 単位 :cm

遺構番号 地   区 平 面 形 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S P 101 GⅣ 一g10 円  形 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P102 GⅣ ―g10 円 形 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P103 GⅣ ―g10 円 形 U字形 暗茶灰色細砂混シルト

S P104 GV一 g3 U字形 5 暗茶灰色細砂混シルト

S P105 GV― g3 楕円形 U字形 15～ 20 暗灰色細砂混シルト

S P106 CV― g3 U字形 7 暗灰色細砂混シルト

S P107 GV― g3 円 形 U字形 暗灰色細砂混シルト

S P108 GV― g3 楕円形 逆凸形 23～ 28 2 暗灰色細砂混ンルト

S P109 GV― g4 楕円形 U字形 22´-39 2 暗灰色細砂混シルト

0 GV一 g3 楕円形 U字形 10～ 20 5 暗灰色細砂混シルト

1 GⅣ ―g9 円 形 U字形 暗灰褐色細砂混粘質土

GⅣ ―g9 円  形 U字形 暗灰褐色細砂混粘質土

SP 3 GⅣ ―g10 円 形 U字形 暗灰褐色細砂混粘質土

4 GⅣ ―g10 円 形 U字形 4 暗灰褐色細砂混粘質土

5 GⅣ 一g10 円 形 U字形 7 暗灰禍色細砂混粘質土

GⅣ ―g10 楕円形 U字形 33～ 36 13 暗灰褐色細砂混粘質土

SP 7 GⅣ ―g10 楕円形 U字形 28～ 32 暗灰褐色細砂混粘質土

GⅣ ―g10 円 形 U字形 暗灰褐色細砂混粘質土

9 GⅣ ―g10 楕円形 U字形 35～ 39 暗仄褐色細砂混粘質土

S P 120 GV一 gl U字形 暗灰禍色細砂混粘質土

S P GV一 g2 楕円形 U宇形 60～ 72 7 暗灰褐色細砂混粘質土

S P 122 GV― g3 楕円形 U字形 50´ヤ76 5 黒灰色細砂混シル ト

S P 123 GV― g4 楕円形 U字形 44～ 63 黒灰色細砂混シル ト
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Ⅳ 第3調査区

図示で きたものは、重 (17・ 18)。 第V様式系甕 (19～ 30)・ 庄内式鉢 (31～ 33)。 高杯

(34)で ある (第250図 )。

S D14

GV― gl区で検出した。方向は南北方向を示 し、南部はS D15に合流、北部は調査区外に

至る。規模は検出部で、幅24cm、 深さ9 cmを 測る。断面は半円形を呈 し、内部には淡茶灰色細

砂混シルトが堆積 している。遺物は出土していない。

S D15

GV― gl区で検出した。方向は東西方向を示 し、両端部は調査区内で途切れている。中央

の北側ではSD14が合流している。規模は検出部で、検出長 5m、 幅36～ 50clll、 深さ4～ 9 cm

:

0                  1 0cm

第251図  S D35出土遺物実測図

濤 (SD)一覧表第29表

を測る。断面は半円形を呈し、内部には淡

茶灰色細砂混シル トが堆積している。遺物

は、内部から庄内式古相に比定される土師

器の小片がごく少量出土している。

S D16～ S D35

当調査区の東部で検出した溝である。方

向には南北方向のもの (4条 )、 南東一北

西方向のもの (3条 )、 南西―北東方向の

もの (13条)がある。規模は検出部で、幅

2.27cm、 深さ25cmを 測るS D34以外は、幅

* 単位 :cm

遺構番号 地   区 方  向 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備   考
S D16 GV―真3 高―北 半 円 形 灰黒色粗砂混粘質土
S D17 GV―買3 南一北 半円形 淡灰色シルト
S D18 GV一 g3 南西―北東 半円形 25-37 6～■ 灰黒色粗砂混粘質土
S D19 GV―富3 南西―北東 半円形 淡茶褐色 砂質土
S D20 GV―質3 南西―北東 半円形 18～ 23 4～ 9 暗茶灰色細砂混シルト
S D21 GV一 g3 南―北 半円形 32～ 40 淡灰茶色砂礫混砂質土
S D22 GV―質4 南一北西 半円形 53´ヤ72 14～ 17 暗 茶 灰 色細 砂 混 シル ト

S D23 GV―貿4 南―北 半円形 暗茶灰色細砂混シルト
S D24 GV― g4 南東―北西 半円形 40´ヤ50 13-25 暗茶灰色細砂混シルト
S D25 GV一宮4 南西―北東 半円形 37´-57 9⌒-14 暗茶灰色細砂混シルト
S D26 GV―賓4 南西一北東 半円形 5～ 13 暗茶灰色細砂混シルト
S D27 GV― g4 南西―北東 半円形 17 淡灰色 細砂粘質土
S D28 GV―質5 南西―北東 半円形 37々ヤ58 灰色 粗砂混粘質土
S D29 GV―買5 南西一北東 半円形 30-35 7～ 9 淡灰褐色粗砂混粘質土
S D30 GV― g5 南西―北東 半円形 5～ 8 暗灰褐色粗砂混粘質土
S D3ユ GV一宮5 南西一北東 半円形 27～ 40 4～ 6 暗灰色粗砂混粘質土
S D32 CV―質5 南西―北東 半円形 7 曙灰色粗砂混粘質土
S D33 GV― g5 南西一北東 半円形 21～ 28 5～ 10 暗茶灰色細砂混シルト
S D34 GⅣ ―宮ユ0 南西―北東 半 円形 17～ 29 6～ 12 暗灰禍色粘質シル ト
S D35 GV―質2 南 東 ―北 西 半円形 227 暗灰褐色粗砂混粘質土
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10～ 40cm、 深さ6～ 20cmを 測る小さなものである。断面は半円形を呈 し、内部には暗灰褐色砂

礫混砂質土及び淡地や灰色細砂混シル トなどが堆積 している。遺物は、内部から古墳時代前期

に比定される土器、古墳時代中期に比定される土器が少量出上している溝がある。図示できた

ものにはS D35か ら古墳時代中期に比定される土師器の甕 (35)、 須恵器の杯蓋 (36・ 37)・

甦 (38)で ある (第 251図 )。 以下、個々の溝 (SD)の 法量について第29表 に記す。

自然河川 (河川 )

河川 1

GV― g2区で検出した。方向は南東―北西方向を示 し、南北ともに調査区外に至る。規模

は検出部で、幅4.8m、 深さ1.2mを測る。断面は半円形を呈する。堆積土は、暗灰色粘質シル

トと粗砂の互層・暗灰色粘土・黒灰色細砂混粘質シル ト・淡灰黄色～淡灰緑色粗砂・暗灰褐色

粘質シル ト・暗灰青色粗砂・暗青色褐色細砂混粘土で、砂層を基調としている (第 252図 )。 遺

物は、砂層内から布留式古相に比定される土器・木製品・自然木などの破片がコンテナ箱にし

て約 2箱分出土 している。土器には壺 (39～ 53)。 V様式系甕 (54)・ 庄内式甕 (55～ 60)・

布留式寮 (61～ 65)・ 瀬戸内地方の甕 (66)・ 奏 (67)・ 鉢 (68)・ 器台 (69)。 高杯 (70～

72)がある。木製品には高床式建物に使用されたと考えられるはしご片 1点 (73)が出土 して

いる大きさは残存長35cm、 幅13cm、 厚み8.5cmと 3 cmを 測る (第 253・ 254図 )。

I

羞 ‐ モ 至 竜 弦
8

9

1

2

3

4

5

6

褐灰色祖砂混シル ト

暗灰色シル ト混粘土

淡灰掲色砂礫混シル ト

暗灰色粘質シル ト

と祖砂の互層

(木片を含む)

暗灰色粘土

黒灰色細砂混粘質シル ト

(木片を含む)

淡灰責色～淡灰緑色祖砂

(木片を多く含む)

暗青灰色細砂混粘土

第252図 河川 1断面図

暗灰色粘質シル ト

(細砂が少量混じる)

暗青灰色祖砂

9と 同層
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Ⅳ 第 3調査区
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第253図  河,I11出 土遺物実測図 1
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第254図 河川 1出土追物実測図 2
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Ⅳ 第3調査区

3)第 3調査面 (鎌倉時代～室町時代)

清 (SD)

S D76～ S D84

9条 を検出した。これらの溝はすべて農耕に関連する鋤溝 。畝溝などである。方向には東西

方向のもの(6条 )、 南北方向のもの(3条 )がある。規模は検出部で、幅13～ 60伽 、深さ5～

19cmを測る。断面は逆台形を呈 し、内部には淡茶褐色砂礫混粘質土及び灰色微砂混シル トなど

が堆積 している。遺物は、内部から古墳時代～鎌倉時代に至る摩耗 した土器の小片がごく少量

出土している。以下、各溝 (SD)の 法量などについて第30表 に記す。

4)遺構に伴わない出土遺物

第 3・ 4層 で出土 した。出土量はコンテナ箱にして約 5箱分である。ほとんどが中央部から

出土した。時期で弥生時代中期末～鎌倉時代に至る土器である。以下、図示できたものについ

て記す (第 255。 256図 )。 弥生時代中期末に比定されるものは、重 (79)で ある。弥生時代後期末

に比定されるものは、甕 (81～ 86)。 有孔鉢 (93・ 94)で ある。古墳時代前期に比定されるものは、

重 (74～ 78)。 奏 (80,87・ 90)第 V様式系甕 (34・ 91)。 庄内式甕 (88)・ 器台 (92)。 高杯 (95。

98。 99)で ある。古墳時代中期に比定されるものは、奏 (89)。 高杯 (96。 97)・ 杯 (100)・ 須恵器

の杯身 (101)。 高杯 (103・ 104)。 甦 (105。 106)。 重 (lo7・ 108)。 大型器台 (109)・ 甕 (110～

112)で ある。古墳時代末期に比定されるものは、須恵器の杯身 (102)で ある。鎌倉時代に比定

される ものは、瓦器小皿 (113)で ある。

第30表 濤 (sD)一覧表

遺構番号 地   区 方  向 断面形 径 深 さ 堆  積  土 備 考

S D76 GⅣ ―g9

～g10

東―西 逆台形 14～ 23 9 灰色微砂混シルト

S D77 GⅣ ―g9

～g10

東―西 逆台形 16～ 22 淡褐色砂礫混粘質シル ト

S D78 GV― gl

～g3

東―西 逆台形 13～ 60 淡灰褐色シルト S D80に 切 られる。

S D79 GV― g2

～g3

東―西 逆台形 40以上 淡茶褐色砂礫混砂質土

S D80 GV― gユ

～g3

東―西 逆台形 19～ 36 7 淡茶褐色砂礫混砂質土

S D8ユ GⅣ 生g3 南―北 逆台形 5 淡茶禍色砂礫混砂質土 S D78～ 801こ 切 ら

れる。

S D82 GV一 g3 南―北 逆台形 16～ 29 9 暗灰色砂礫混粘質土 S D78～ 80を 切る。

S D83 GV一 g3 南一北 逆台形 35～47 淡褐灰色砂礫混粘質シル ト S D78・ 79を 切る。

S D84 GV一 g3

～g5

東 一西 逆台形 10-20 8 灰色微砂混シルト

単 位
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Ⅳ 第 3調査区
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第 1調査区 第 1調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

1

― ― 八

豆

(土 師器 )

SW ユ

口 径 133
器 高 15.6
最大径 144

最大径を下位にもら偏平な球形の体部から

屈曲し、斜上方へのびた後、僅かに屈曲し、外
上方へのびる日縁部に至る。端部は外傾する

面をもつ。底部は尖り気味の小さな平底。ロ

縁部外面の屈曲部には稜がみられる。端部外
面・稜の外面にキザミロを施し、口縁部外面
に1帯 5本・体部外面上位 1帯 4本・中位に
1帯 4本の波状文が巡り、頚部外面に5本・

体部外面上位に3本の沈線が巡る。体部下位
に穿了しを有する。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面ヘラミガ

キ、内面ナデ。

灰褐色 6 nun以下の

砂粒 を多量

に含 む。

良 完形。

2

――八

同上

SヽA「 1

口 径  152 口縁部は上方へ伸びた後屈曲して斜上方へ

伸び、端部は上につまみ、外側に面をもつ。

体部は欠損。端部内外面には円形竹管圧文が

巡る。
日縁部内外面上位ヘラミガキ、外面下位ハ

ケナデ (8本 )、 内面下位ナデ。

外

内
掲灰色
淡茶色

5 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

3

― ― 八

同上

SⅥ「 1

口 径 178 口縁部は外上方へ大きく外反して伸び、端
部は下方に垂れ下がる。体部は欠損。端部外
面には2つで一対の円形竹管圧文が巡る。

内外面摩耗の為調整不明瞭。

淡茶褐色 4 nln以下の

長石・角閃
石・石英・

雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好

4

――八

養

(土 師器 )

SヽV 1

口 径  129
器 高 ■ .4

楕円形の体部から屈曲し、外上方へ外反し
て伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部は

やや変形した突出気味の平底。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(4本)、 内面ヘラナデ。

淡茶灰色 5 Hm以下の

砂粒を多量
に合む。

良

5

― ― 八

同上

SW 1

径

径大

日

最

13 8

16 0
球形と思われる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。

底部は欠損。体部外面に3本 。内面に5本の

接合痕を有する。
国縁部内クト面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(2本)、 内面ナデ。

暗灰褐色 5 nm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

6

――八

同上

SM「 1

口 径 15,8
器 高 165
底 径 38
最大径 164

球形の体部から屈曲し、上外方へ外反して

伸びる国縁部に至る。端部は上につまみ、外
傾する面をもつ。底部は突出した小さな窪み

底。体部内面に2本の接合痕を有する。
口縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(3莉 、内面ヘラナデ。

外 茶灰色
一茶色
茶灰色内

5m以下の

長石・角閃
石等の砂粒
を多量に合
む。

良

7

― ― 八

同上

SW]

口 径 152 球形の体部から屈曲し、上外方へ伸びる国

縁部に至る。端部は外側に面をもつ。底部は

欠損。体部外面下位に3本の接合痕を有する。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(3本)、 内面上中位ヘラナデ、下位ハケナデ。

淡茶掲色 3 mm以下の

長石・雲母

等の砂粒を

多量に含む。

良好 体部内面下

位に炭化物
付着。

8 同上

SM「 1

ロ 径 159 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
は外側に面をもつ。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(3利 、内面ナデ。

外 淡茶橙
色
淡茶褐
色

内

31m以 下の

長石・雲母
等の砂粒を

少量含む。

良好

9

― ― 八

鉢
(土師器)

S覇「 1

口 径 100
器 高 72

半球形の体部で、回縁部端部は九い。
体部外面タタキ (3本)、 内面ナデ、底部

外面指頭痕・ヘラ削り。

暗茶灰色 5 mHl以 下の

砂粒を少量

含む。

良

10

-一九

同上

1SヽV

口 径 196
器 高 66

浅い半球形の体部から屈曲し、外上方へ仲
びる回縁部に至る。端部は九い。
日縁部内外面ヨコナデ、底体部内外面ヘラ

ミガキ。

茶掲色 5 mm以下の

長石 婁母

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良好 完形。
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第 1調査区 第 1調査区

遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器雌
ｍ

形 態 。 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎   土 焼  成 備    考

11

-一九

高杯
(土師器)

SヽVl

口 径 167 外上方へ伸びる杯底部から屈曲し、上外方
へ外反して伸びる国縁部に至る。端部は上に
つまみ、外側に面をもつ。端部内外面・屈曲
部外面 (2箇所)に 円形竹管圧文が巡る。脚
部は欠損。
内クト面ヘラミガキ。

茶灰色 5 mm以下の

長石・雲母

等の砂粒 を

多量に含む。

良 好

―一九

同上

SWl

口 径 215
器 高 175
底 径 136

やや平坦な杯底部から屈曲し、上外方へ外
反して伸びる日縁部に至る。端部は外傾する
面をもつ。脚部は下方へ伸びる中実の注状部
から屈曲し、外下方へ外反して開く裾部に至
る。端部は丸い。裾部に四方孔を有する。
裾部外面上位ヘラミガキ、他は摩減の為調

整不明瞭。

淡茶灰色 5 mm以下の

砂粒を少量
含む。

良好

(上師器)

SK9

口 径 14 0 口縁部は外上方へ外反して伸びる。端部は
上下に肥厚 し、夕鞭1に面をもつ。口縁部下位
以下は欠損。端部外面に1本の接合痕を有す
る。
内外面ヨコナデ。

暗茶褐色 3 mm以下の

石英等の砂
粒を多量に

合む。

良好

14

-一九

器
　
　

９

鉢
師
　
　
Ｋ

土
　
　
Ｓ

径
高
径

口
器
底

半球形の体部から屈曲し、外上方へ伸びる
国縁部に至る。端部は九い。底部はやや突出
した平底。
内外面ヘラミガキ、底面ナデ。

乳灰色～淡
栓色

3 mm以下の
チヤー ト・

雲母等の砂
粒を少量合
む。

良好 体都外面下
位に黒班有。

養
(土師器)

SK9上

口 径 12.8 内上方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

伸びる口縁部に至る。端部は九い。体部は欠
損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ
(8利 、内面ヘラ肖Uり 。

乳灰茶色 l mm以下の

石英・ チ ャ
ー ト等の砂

粒を多量に
含む。

良好

16

-一九

同上

S P68

日 径 134
器 高 235
最大径 20.8

楕円形の体部から屈曲し、上外方へ外反し
て伸びる日縁部至る。端部は九い。底部は九
底。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ハケナデ
(7本)、 内面ヘラナデ。

褐茶色 1 5 mln以 下
の角閃石・

長石・石英
等の砂粒を

多量に合む。

良 好

高杯
(須恵器)

SD9

回 径 182 半球形に近い杯部から上外方にのびる日縁
部に至る。端部は九い。杯部外面中位に2箇
所の稜があり、その間には1帯 11本の波状文
が巡る。杯底部以下は欠損。
杯部外面下位回転カキロ、他は回転ナデ。

暗灰色 精良。 良好 内面 に自然

釉・灰 かぶ

り付着。
ロクロ方 向

不明。

奏
(土師器)

S D10

口 径 15,0 口縁部は上外方へ外反気味に伸び、端部は
つまみ上げる。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

乳茶灰色 2 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

19

-一九

同上

S Dlo

口 径 12 4 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる日縁部に至る。端
部は九い。体部下位は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

淡茶掲色 3 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

20
器

　

　

Ю

森

師

　

　

Ｄ

土

　

　

Ｓ

口 径 160 浅い半球形の体部から屈曲し、外上方へ短
く伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部は
欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

乳茶灰色 l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良 好

―一九

(上 師器 )

包含層

径
高
径大

日
器
最

9,0

15 7

15 6

偏平な球形の体部から届山し、上外方へ外
反して伸びる口縁部に至る。端部は九い。底
部は九底。体部外面下位に1本の接合痕を有
する。

□縁部クト面ヨコナデ、内面ヨコナデ後ヘラ
ミガキ、体部外面上位ヘラミガキ、中位以下
摩耗の為調整不明瞭、内面ナデ。

乳茶灰色～

明茶色

2 5 mm以 下
の長石・石
英等の砂粒
を多量に含
む。

良好 完形。
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第 1調査区

遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色 調 胎 土 焼  成 備 考

22

(上師器)

包含層

口 径  235 端部は上下に脂厚し、外側に面をもつ。口

縁部・体部は欠損。端部外面には4本の沈線
が巡り、その上に二重に円形竹管圧文を施し
た円形浮文を張付けている。
外面ヨコナデ、内面ヨヨナデ・指頭圧痕。

茶褐色 1 5 mm以 下
の角閃石等
の砂粒を多
量に合む。

良好

整
(土師器)

包含層

日 径 107 上内方へ伸びる体部から緩やかに屈曲し、
上外方へ外反して伸びる国縁部に至る。端部
は九い。体部は久損。
日縁部内クト面上位ヨコナデ、下位ナデ。

茶褐色 2 nm以下の

石英 長石・

チャート等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包含層

ロ 径 115 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は下

方に肥厚し、タト傾する面をもつ。体部は欠損。
内外面ヨコナデ。

淡橙茶色 0 5 nm以 下

のチ ャー ト

等 の砂粒 を

少量含 む。

良好

同上

包合層

口 径  13.9 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は九
い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部内面ヘラ削り。

茶灰色 3 mm以 下の

長石・角閃
石・曇母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包合層

口 径 146 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は九
い。体部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内面ヘラ削り。

外 淡茶橙
色

暗茶褐
色

内

l Hun以 下の

チャート・

雲母等の砂
粒を多量に

合む。

良好

27 同上

包合層

径
高
径

口
器
底

球形に近い体部から屈曲し、外上方へ外反
して伸びる日縁部に至る。端部は九い。底部
はやや突出した窪み底。体部内面上位に2本
の接合痕を有する。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(3本)、 内面ナデ。

外 暗茶灰
色

暗茶褐
色

内

3n」 n以下の

長石 雲母
石英等の砂
粒を多量に

合む。

良好

同上

包含層

口 径  14.0 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、

外上方へ外反気味に伸びる日縁部に至る。端
部は九い。体部中位以下は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(3莉 、内面ナデ。

淡茶橙色 3 mln以 下の

長石 石英
雲母等の砂
粒を少畳合
む。

良好

同上

包含層

口 径 120 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反気味に伸びる日縁部に至る。端
部は九い。体部下位は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(3本)、 内面ナデ。

淡茶橙色 4 1nm以 下の

長石・石英
雲母・赤褐
色酸化泣等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包含層

回 径 口縁部は上外方へ外反して伸び、端部は外
傾する面をもつ。体部は欠損。

内面ヨコナデ。

淡茶褐色 3 ndl以 下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包含層

口 径 152 上内方へ伸びる体部から屈曲し、外上方ヘ

伸びる日縁部に至る。端部はクト傾する面をも
つ。体部は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面タタキ

(2本)、 内面ナデ。

淡茶掲色 2 mm以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包含層

口 径 127 上内方へ内湾気味に伸びる体部から屈曲し、
外上方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
はつまみ上げ、外に面をもつ。体部は欠損。
日縁部内外面ヨヨナデ、体部外面摩耗の為

調整不明瞭。内面ナデ。

外

内
淡茶色
明茶色

2.5 nm以 下
の長石・角
閃石・赤掲
色酸化粒等
の砂粒を多
量に合む。

良好
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遺物番号

図版番号
器 種

出土  地点

(cm) 器高
形 態 ・ 調 整 牛 の 特 徴 色 詞 胎 土 焼 成 備 考

33

-一九

甕
(上師器)

包含層

口 径 154 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
斜上方へ外反気味に伸びる口縁部に至る。端

部Ⅲまつまみ上げ、外に面をもつ。体部中位以

下は欠損。
国縁部内外面ヨヨナデ、体部外面タタキ

(7本)、 内面ヘラ削り。

淡茶褐色 31m以下の

角閃石 。長
石・雲母等
の砂粒を少
量含む。

良好

34

-二〇

同上

包御詈

口 径 144
器 高 175
最大径 178

球形に近い体部から屈曲し、上外方へ外反
して伸びる口縁部に至る。端部は上につまむ。
底部は九底。

日縁部内クト面ヨコナデ、体部外面主」離の為
調整不明瞭、内面ヘラ削り。

淡茶灰色～

橙茶色

7 mm以下の

長石等の砂
粒を多量に

含む。

良 体部外面中
位以下に媒
付着。

同上

包合層

国 径  26.4 口縁部は斜上方へ伸び、端部は外に面をも
つ。体部は久損。
内クト面摩耗の為調整不明瞭。

茶赤掲色 l mm以下の
チャート等
の砂粒を少
量含む。

良好

同上

包含層

口 径 17.0 口縁部は上外方へ内湾気味に伸び、端部は

内方に肥厚 し、内傾する面をもつ。体部は欠

損。
内外面ヨコナデ.

淡茶褐色 2 mn以下の

角閃石・長
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包合層

口 径  124 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ伸びる日縁部に至る。端部は九い。

体部は欠損。顕部内面に1本の接合痕を有す
る。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(8利 、内面ヘラナデ。

外 淡灰褐
色
淡茶褐
色

内

3 mm以下の

長石・石英
等の砂粒を

少量合む。

良好

同上

包含層

日 径  176 体部から屈曲し、斜上方へ伸びる日縁部に
至る。端部は九い。体部は欠損。
日縁部外面ヨコナデ、内面ハケナデ?、 体

部内外面ハケナデ (6本)。

暗褐茶色 l mm以下の

角閃石・雲
母・長石等
の砂粒を多
量に含む。

良好

同上

包含層

口 径  228 上内方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ短く伸びる口縁部に至る。端部は内
傾する面をもつ。体部中位以下は欠損。

日縁部内外面ヨコナデ、体部外面ナデ、内
面上位指ナデ、中位ヘラ削り。

暗赤褐色 3 mm以下の

長石,雲母
角閃石・石
英等の砂粒
を多量に合
む。

良好 体部外面中
位に黒班有

同上

包含層

口 径 20.4 上内方へ伸びる体部から屈曲し、上外方ヘ

外反して伸びる口縁部に至る。端部いやや上

につまむ。体部中位以下は欠損。顕部内面に
1本の接合痕を有する。
口縁部内外面ヨヨナデ、体部外面ハケナデ

(10本)、 内面ナデ。

褐茶色 3 Hun以 下の

長石・角閑
石・石英等
の砂粒を少
量含む。

良好

41

-二〇

同上

包含層

口 径 187 内上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
は九い。体部中位以下は欠損。
口縁部外面ヨコナデ、内面・体部外面ハケ

ナデ (外 7本・内6カ 、内面ヘラ百Uり 。

橙茶色 1 5nm以 下
の長石等の

砂粒を少量

合む。

良

同上

包含層

口 径 206 内上方へ伸びる体部から緩やかに屈曲し、
上外方へ外反して伸びる日縁部に至る。端部
はやや外方に肥厚 して九く終わる。体部は欠

損。
外面ハケナデ (3刑 、内面ヨヨナデ。

外 淡茶橙
色

内 ▼隣9色

3 mm以下の

石英 長石

雲母等の砂

粒 を少量含

む。

良好

43

-二〇

小型鉢
(土師船

包合層

径
高

口
器

69
39

半球形の体部から僅かに屈曲して口縁部に

至る。端部は九い。
内外面ナデ。

決橙茶色 l mm以下の

石英・長石

等の砂粒を

多量に含む

良好 底部外面に

黒班有。
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遺物番号

図版番号
器   種

点

高

地

器

土

ｍ
ｊ

出

ぐｃ
形 態 ・ 調 整 等 の 特 徴 色    調 胎    土 焼  成 備   考

器
　
　
層

鉢
師
　
　
合

土
　
　
包

日 径 斜上方へ内湾気味に伸びる体部から緩やか
に屈曲し、外上方へ短く伸びる国縁部に至る。
端部は九い。底部は欠損。
外面摩耗の為調整不明瞭、内面ヘラミガキ

後ハケナデ (5本 )。

淡茶橙色 35m■以下
の長石・_T

母等の砂粒
を多量に含
む。

良好

同上

包含層

口 径 160 斜上方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
外上方へ外反して伸びる口縁部に至る。端部
はつまみ上げる。底部は欠損。
口縁部内外面ヨコナデ、体部内外面ナデ。

淡茶褐色 3 mm以下の

長石 雲母

角閃石等の

砂粒を少量

含む。

良好

同上

包合層

口 径 204 上外方へ内湾して伸びる体部から屈曲し、
外上方へ短く伸びる日縁部に至る。端部は九
い。底部は欠損。
日縁部内外面ヨコナデ、体部内外画ヘラミ

ガキ。

色

色

掲

茶

茶

褐

外

内

4 mm以下の

長石 雲母

角閃石等の

砂粒を多量
に含む。

良

同上

包含層

日 径  232 上外方へ伸びる体部から屈曲し、斜上方へ

短く伸びる口縁部に至る。端部は九い。底部
は欠損。
内外面摩耗の為調整不明瞭。

外 明茶褐
色

内 淡茶橙
色

3 mm以下の

赤褐色酸化
粒 。長石・

雲母等の砂
粒を多量に

含む。

良好

同上

包含層

底 径  34 杯部上位以上は欠損。杯部は上外方へ内湾
して伸びる。底部は突出しない窪み底。
外面タタキ (4本 )、 内面ヘラナデ、底面

ナデ。

外 淡茶褐
色～淡
茶橙色
暗灰茶
色

内

3 mtn以 下の

長石・赤褐
色酸化粒・

雲母・石英
等の砂粒を

多量に含む。

良好 底部外面に

煤付着。

49

-二〇

高杯

(上 師器 )

包含層

口 径 14.2 平らな杯底部から屈曲し、斜上方へ外反気
味に伸びる日縁部に至る。端部は九い。脚部
は欠損。
杯部外面ヘラミガキ、内面ヘラミガキ後放

射状暗文、杯底部外面ナデ。

淡橙色 l mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好

○

５〇

　

　

　

一
一一

同上

包含層

口 径 175 半球形に近い杯部から屈曲し、外上方へ短
く伸びる口縁部に至る。端部は九い。脚部は下
外方へ伸びる。脚部は欠損。

内外面調整不明瞭。

暗橙色 2 mm以下の

長石等の砂
粒在少量含
む。

良好

三 〇

同上

包含層

底 径  99 杯部は欠損。脚部は下外方へ外反気味に開
く。端部は外傾する面をもつ。脚部外面上位
に1本の接合痕を有する。
杯底部内面・脚部外面ナデ、内面上位しぼ

り目、下位ハケナデ後ナデ、端部内外面ヨコ

ナデ。

淡仄褐色 2 mH以下の

長石・角閃
石・雲母等
の砂粒を多
量に含む。

良好 柱状部外面
に黒班有。

同上

俎含曙

底 径  91 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸びる柱状部
から、外下方へ外反して開く裾部に至る。端
部は丸い。柱状部下位に三方孔を有する。
柱状部内面くりぬき、他は剖離の為調整不

明環。

淡茶褐色 0 5 mla以下
のチャー ト

等の砂粒を

少量含む。

良好

53

-二〇

杯蓋
(須恵器)

包含層

口 径  98
器 高  53
つ まみ径 25
つ まみ高 08

高く九い天丼部から下外方へ内湾して伸び
る。稜は痕跡を残す。日縁部は下方へ伸び、
端部は内傾する面をもつ。天丼都中央には断
面凹状のつまみが付く。
天丼部外面2/5回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

青灰色 精良。 良好 外面灰かぶ

り。
ロクロ左方
向。

54 同上

包含層

口 径 120
稜 径 122

天丼部は欠損。天丼部から外下方へ伸び、
稜に至る。稜は鈍い。口縁部は下方へ内湾気
味に伸び、端部は内傾する凹面をもつ。

内外面回転ナデ。

淡灰青色 3 mtr以 下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ方向
不明。
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55

-二〇

杯蓋

(須恵器)

包含層

径
高
径

口
器
稜

やや低く九みをもつ天丼部から外下方へ伸
び、稜に至る。稜は外下方へ伸び、鈍く尖る。
日縁部は下方へ伸び、端都は内傾して凹面を
もつ。
天丼部外面約1/2回転ヘラ削り、天丼部内

面約1/2不定方向のナデ、他は回転ナデ。

青灰色 0 5 nl■ 以下

の砂粒 を少

量含 む。

良好 ロクロ左方
向。
哭井部外面
灰かぶり。

同上

包含層

径
高
径

口
器
稜

やや底く平らに近い天丼部から下外方へ内
湾気味に伸び、稜に至る。稜は痕跡を残す。
国縁部は下方へ伸び、端都は内傾して凹面を
もつ。
天丼部クト面1た 回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

内

外 淡灰青
色
淡青灰
色

2血以下の

長石等の砂
粒を少量合
む。

良好 完形。
ロクロ右方
向。

同上

包含層

口 径  130
器 高  44
稜  径  12.8

やや高く平らな天丼部から下外方へ伸び、
稜に至ると稜は水平に伸び、鈍く尖る。口縁
部は下方へ伸び、端部は下に面をもつ。
天丼部外面6/7回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

暗灰青色 41n以 下の

砂粒を微量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

杯身
(須恵器)

2含層

口 径  9,6
器 高 45
受部径 120
立ち上がり高

2.0

やや深く九みのある底体部から上外方へ内
湾して伸び、受部に至る。受部は外上方へ仲
び、九い。立ち上がりは上内方へ伸び、端部
は上に面をもつ。
底体部外面1カ 回転ヘラ削り、他は回転ナ

デ 。

暗青灰色 2 nm以下の
雲母等の砂
壮を少量含
む。

良好 ロクロ左方
向。

59 同上

包含層

口 径 12,0
器 高  50
受部径 142
立ち上がり高

2.2

深く九みをもつ底体部から上外方へ内湾気
味に伸び、受部に至る。受部は水平に伸び、
九い。立ち上がりは上内方へ伸び、端部は九
しヽ。
底体部外面約1/2回転ヘラ削り、他は回転

ナデ。

乳青褐色 4 mm以下の

長石・石英
等の砂粒を
微量含む。

良好 ロクロ右方
向。

60 高杯
(須恵器)

包合層

口 径 11.4
受部径 130
立ち上がり高

1 6

深く丸い杯底部から上外方へ内湾して伸び、
受部に至る。受部は水平に伸び、鈍く尖る。
立ち上がりは上方へ伸び、端部は内傾して凹
面をもつ。脚部は下外方へ伸びる。脚部は欠
損。脚部に三方向の台形スカンを有する。
底体部外面約1/3回転ヘラ削り、底体部内

面3/7・ 脚部内面不定方向のナデ、脚部外面
回転カキロ、他は回転ナデ。

青灰 色 l lm以下の

砂粒を少量
含む。

良好 ロクロ左方
向。

一

６‐
　
　
　
ニ一

同上

包含層

底 径  86 杯部は欠損。脚部は下外方へ伸び、端部は
凸状面を成し、外傾する面をもつ。脚部に三
方向の方形スカシを有する。
内外面回転ナデ。

淡青灰色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を微量含
む。

良好 ロクロ左方
向。

同上

包含層

底 径 108 脚部上位以上は欠損。脚部は外下方へ伸び、
端部は凸状面を成す。脚部上位にスカシを有
すると思われる。
内クト面回転ナデ。

淡灰色 2 mm以下の

長石等の砂
粒を少量含
む。

良好 ロクロ左方
向。

(須恵器)

包含層

口 径 104 口縁部は上外方へ外反気味に伸び、端部は
九い。体部は欠損α外面には2つの稜があり、
その間に1帯 10本とその下に5本の波状文が
巡る。
内外面回転ナデ。

仄 色 精良。 良好 ロクロ右方
向。

一

６４

　

二一

同上

包合層

底部部分の破片である。体部内面下位に2

本の接合痕を有する。
外面格子タタキ、内面不定方向のナデ。

青灰色 精良。 良好 ロクロ方向
不明。
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