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ɹ小泉分校裏遺跡と本沼大塚遺跡ɺ栃木県ೆ౦෦ͷ益ࢠொఅ・本沼地にҐஔ͠

ͯいま͢ɻこͷ地Ҭ益ࢠমΛத৺とͨ͠࢈業͕発ల͢るとともにɺࣗવڥにもܙ

まΕɺ小पลに๛かͳਫా地ଳも͕ͯͬいま͢ɻまͨɺொにݹதੈ

からͷݹႢͳͲଟくͷ文化財͕ͯͬいま͢ɻ

ɹこͷɺ栃木県農෦にΑる小泉・本沼地区ͷ農地整備事業にઌཱちɺॴ͢ࡏる遺

跡ͷऔりѻいについͯɺؔؔػとٞڠͷ্ɺهอଘΛతとͨ͠発掘調査Λ࣮ࢪ

いͨ͠まͨ͠ɻ

ɹ小泉分校裏遺跡Ͱنଇతにஔ͞Εͨ大型ͷ掘ཱபݐ跡୦݀ݐ跡͕֬ೝ͞

Εまͨ͠ɻ調査地ͷଆに୩ΛڬんͰɺ୩ೖ༼跡ΧεΨೖ༼跡Λ͡Ίと͠

ࢥͷҰ֯Λཧ͢るॏཁͳूམと܈跡༽ݹࢠることからɺ益͢ࡏॴ͕܈ͷ༼跡ݹͨ

ΘΕま͢ɻまͨɺ本沼大塚遺跡についͯ塚Λ調査͠まͨ͠ɻこΕらにΑり地Ҭͷྺ

ॏͳ成Ռ͕ಘらΕͯいま͢ɻوΛղ໌͢る࢙

ɹ本ใࠂॻɺྩ２からྩ３に࣮ͨ͠ࢪ発掘調査ͷ成ՌΛまとΊͨもͷ

Ͱ͢ɻ本ॻ͕県ຽͷօ༷にとりまͯ͠ɺڷͷྺ࢙Λཧղ͢るҰॿにͳるとともにɺ

֤ํ໘においͯく׆ޚ༻いͨͩけΕいͰ͢ɻ

ɹޙ࠷にͳりま͕ͨ͠ɺ発掘調査からใࠂॻ࡞成にࢸるまͰɺଟ大ͳるྗڠޚΛいͨ

ͩきまͨ͠益ࢠொڭ育ҕһձΛ͡Ίと͢るؔؔػɺฒͼに地ऀݖͷօ༷ͳͲؔ

֤Ґにର͠まͯ͠ɺްくおྱਃ্͛͠ま͢ɻ

　　　ྩ̒（����）３݄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃ɹɹ木ɹɹ県

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ公益財団法人 とちぎ未来づくり財団
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ྫɹݴ

１ɹ本ॻɺ栃木県益ࢠொ小泉・అ・本沼地にॴ͢ࡏる小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡ͷ発掘調査ใࠂ

ॻͰ͋るɻ

２ɹ発掘調査ɺྩ２からྩ４県農෦ͷ事業ͷうちɺ農地整備事業（経営体育成型）小泉・

本沼地区にう埋蔵文化財発掘調査にؔ͢るه調査Ͱ͋るɻ

３ɹ調査ɺ県農෦Αり公益財団法人とちぎ未来づくり財団業ҕୗ͞Εɺ公益財団法人とちぎ未来づ

くり財団埋蔵文化財ηϯλʔ͕ɺ栃木県ڭ育ҕһձ事ہ文化財՝（ݱ・栃木県ੜ׆文化εϙʔπ෦文化

ৼڵ՝）ͷࢦಋͷもとɺ࣮ͨ͠ࢪもͷͰ͋るɻ

４ɹ本遺跡ͷݱ地調査ٴͼ整ཧใ࡞ࠂ業ؒظҎԼͷ௨りͰ͋るɻ

ɹɹɹྩ２ɹ発掘調査（小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡）

ɹɹɹɹظɹؒɹɹྩ２（����）݄̒ �� ʙྩ３（����）３݄ �� 

ɹɹɹɹ୲ऀɹɹ調査՝՝ɹɹਔɹɹɹɹ整ཧ՝՝ɹࣰݪ༞Ұ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ෭ओװɹɹɹதଜ࢙ڗɹɹɹɹ෭ओװɹɹɹݪߐɹӳ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ෭ओװɹɹɹాහ߂ɹɹɹɹ෭ओװɹɹɹࠓฏণࢠ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹओɹɹɹɹޙ౻৴༞ɹɹɹɹୗ調査һɹࠇਖ਼ٛ

ɹɹɹྩ３ɹ発掘調査（小泉分校裏遺跡・ࠜࢁ遺跡）

ɹɹɹɹظɹؒɹɹྩ３（����）݄̒１ʙྩ �（����）３݄ �� 

ɹɹɹɹ୲ऀɹɹ調査՝՝ɹɹਔɹɹɹɹओɹɹɹɹޙ౻৴༞

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹୗ調査һɹౢलҰɹɹɹɹୗ調査һɹؔޱਖ਼໌

ɹɹɹྩ４ɹ発掘調査（ࠜࢁ遺跡）

ɹɹɹɹظɹؒɹɹྩ４（����）４݄１ʙྩ４（����）݄̒ �� 

ɹɹɹɹ୲ऀɹɹ調査՝෭ओװɹࣰܙߒݪɹɹɹୗ調査һɹؔޱਖ਼໌

ɹɹɹྩ４ɹ整ཧ（小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡・ࠜࢁ遺跡整ཧ

ɹɹɹɹظɹؒɹɹྩ４（����）４݄１ʙྩ̑（����）３݄ �� 

ɹɹɹɹ୲ऀɹɹ整ཧ՝෭ओװɹࠓฏণࢠɹɹɹओ事ɹɹ ਆྛଠ（ౡ県文化ৼڵ財団ݣ）

ɹɹɹྩ̑ɹ整ཧ・ใࠂ（小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡・ࠜࢁ遺跡整ཧ

ɹɹɹɹظɹؒɹɹྩ̑（����）４݄ � ʙྩ̑（����）３݄ �� 

ɹɹɹɹ୲ऀɹɹ整ཧ՝՝ɹݪߐɹӳɹɹɹɹ෭ओװɹɹࠓฏণࢠ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹୗ調査һɹࠇਖ਼ٛ

̑ɹ本ॻͷࣥච・ใࠂॻ࡞成ࠓฏণࢠ・ਆྛଠ࿕͕ͨͬߦɻ

̒ɹ小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡ͷ調査ʙ整ཧ・ใࠂॻ࡞成に͋ͨりɺҎԼͷ事業Λҕୗͨ͠ɻ

ɹɹྩ２ɹج४ଌྔٴͼج४ߌઃఆ・ۭࣸߤਅࡱӨɿࣜגձࣾχοίʔ

ɹɹɹɹɹɹɹɹۭࣸߤਅࡱӨɿதԝߤ業ࣜגձࣾ

ɹɹྩ３ɹج४ଌྔٴͼج४ߌઃఆɿࣜגձࣾχοίʔ

ɹɹɹɹɹɹɹɹۭࣸߤਅࡱӨɿதԝଌྔઃࣜגܭձࣾ

ɹɹɹɹɹɹɹɹثચড়・遺ߏਤτϨʔεɿࣜגձࣾγϯٕज़ίϯαϧ

ɹɹྩ４ɹثચড়・ه・遺ߏਤτϨʔε・遺෮ݩ・࣮ଌ・遺࣮ଌ༻ࣸਅ
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ɹɹɹɹɹɹɹɿࣜגձࣾγϯٕज़ίϯαϧ

ɹɹྩ̑ɹ遺ࣸਅࡱӨ・ਤ൛࡞成ɿࣜגձࣾদҪϐ・ς・Φ・ҹ

ɹɹɹɹɹɹɹɹ遺ߏਤτϨʔεɿࣜגձࣾγϯٕज़ίϯαϧ

̓ɹ発掘調査தにおける遺ߏͷࣸਅࡱӨ֤୲ऀ͕ͨͬߦɻ

̔ɹۚଐͷ 9 ઢࡱӨ・อଘॲཧ༗ݶձࣾ蔵文化財म෮ڀݚॴ͕ͨͬߦɻ

̕ɹਢثܙ・ثࢣͷ࢈地ɺܾظ࣌ఆについͯɺɹਔࢯ（લ調査՝՝）ͷྗڠΛಘͨɻ

��ɹנについͯԼڭࢢ育ҕһձͷԼ୩ɹ३ࢯとηϯλʔͷखౡᣈ࣮ࢠͷྗڠΛಘͨɻ

��ɹ本沼大塚遺跡ͷੴثについͯηϯλʔͷౢलҰͷྗڠΛಘͨɻ

��ɹಃ࣓ثについͯɺ౦ژज़大ֶͷඇৗࢣߨۈɹਫ本ඒࢯͷࣔ͝ڭΛいͨͩいͨɻ

��ɹ発掘調査・ใࠂॻ࡞成に͋ͨͬͯɺ公益財団法人とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財ηϯλʔͷ৬һͷ

ɹɹଞɺ࣍ͷํʑからࢦޚಋ・ྗڠޚΛいͨͩいͨɻ

ɹɹɹ栃木県農෦ɹ栃木県ڭ育ҕһձ事ہ文化財՝（ݱ文化ৼڵ՝）ɹ๕լ農業ৼڵ事ॴɹ

ɹɹɹ益ࢠொ地վྑ区ɹ益ࢠொڭ育ҕһձɹࠓฏརɹԼ୩ɹ३ɹ塚本ࢣ

��ɹ発掘調査ͷࢀՃऀɺ࣍ͷ௨りͰ͋るɻ

ɹɹྩ２

ɹɹɹҪٱتɹѨٱஉɹҏ౻ઍܠɹӉాɹษɹӉٶɹ߶ɹ大ؔ౦ଠɹ大ాໜथɹԞɹमࢠ

ɹɹɹ小তࡾɹ小∁ڿɹยԬೋࡾɹՃ౻ത࢙ɹ্ଜྑɹ্ࢠɹ٠Ҫඒɹ木ଜ文ࢠɹ小ౡউඒ

ɹɹɹߊ౻ޙɹޙ౻ඒࢠɹۄࣇ༞ඒࢠɹञҪਖ਼थɹࠤ౻ਗ਼ೋɹࢠܓ౻ࠤɹԘᖒɹനௗٛতɹਢ౻

ɹɹɹԼ༐ɹߞঁ݄ޒҰɹఴ୩ɹ∁ڮຑࠤඒɹಙॏࢠɹதࢁਖ਼ɹӬࢁलࢠɹ成ాത⁝ɹ

ɹɹɹؙٱඒࢠɹᖒوඒɹฏඒӵࢠɹాɹদ本๕༤ɹాࡾ࣮ɹࢁѪࢠɹࢁ本ࢠګɹɹɹ

ɹɹϠϯάςϧϛɹ٢ᖒɹ܆ɹถᖒߒҰ

ɹɹྩ３

ɹɹɹҪٱتɹѨٱົࢠɹ৽Ҫ༗رɹҏ౻ɹɹҏ౻ઍܠɹؠଜ٢ӨɹӉాษɹӉ塚ώα

ɹɹɹӉٶ߶ɹ大ؔ౦ଠɹ大ాໜथɹ小உɹԞɹमࢠɹ্ଜྑɹ木ଜ文ࢠɹޙ౻ඒࢠɹ

ɹɹɹۄࣇ༞ඒࢠɹञҪਖ਼थɹࢠܓ౻ࠤɹԘᖒɹനௗٛতɹླ木ೋɹߞঁ݄ޒҰɹࠜߴᖒࡾɹ

ɹɹɹߴɹकɹ∁ڮຑࠤඒɹڮߴࢠɹ塚本४ҰɹҪਖ਼ߦɹӬࢁलࢠɹ成ాത⁝ɹଜॱஉɹ

ɹɹɹᖒوඒɹɹഡఉਖ਼ɹٱ༤ɹฏඒӵࢠɹኍᖒ文༤ɹాɹদ本Ұɹాࡾ࣮

ɹɹɹɹलতɹ༄ɹलɹࢠɹࢁѪࢠɹ؛ࢁɹ߂ɹถྑࢁฏɹถᖒߒҰ

ɹɹྩ４

ɹɹɹҪٱتɹҏ౻ɹɹҏ౻ઍܠɹؠଜ٢ӨɹӉాษɹӉٶ߶ɹ大ؔ౦ଠɹ্ଜྑɹԘᖒ

ɹɹߞঁ݄ޒҰɹߴɹकɹ塚本४ҰɹҪਖ਼ߦɹ成ాത⁝ɹኍᖒ文༤ɹ؛ࢁɹ߂ɹถᖒߒҰ

��ɹ整ཧ・ใࠂॻ࡞成࡞業ͷࢀՃऀ࣍ͷ௨りͰ͋るɻ

ɹɹɹాܙඒɹ۽୩ૣබɹాஐࢠɹɹಓࢠɹࠤ౻ɹѪɹԭా༗ɹఱਸ߂ɹ塚ాࢬɹதඒൕɹ

ɹɹɹాதӳل

��ɹ本遺跡ͷ調査֓ཁɺ埋蔵文化財ηϯλʔใ・栃木県埋蔵文化財อߦޢใͰใ͞ࠂΕͯいる͕ɺ

ɹɹ本ॻΛもͬͯਖ਼ࣜใࠂと͢るɻ

��ɹ本遺跡ͷग़遺・ਤ໘ࣸਅࢿྉについͯɺ栃木県͕อ༗͠ɺ栃木県埋蔵文化財ηϯλʔにอɺ

ɹɹ公益財団法人とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財ηϯλʔ͕ཧͯ͠いるɻ
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ຌɹɹྫ

１ɹ遺跡

ɹᾇɹ遺跡ͷུ߸ɺ小泉分校裏遺跡 .,�,#（.BTIJ,P�,PJ[VNJ#VOLPVVSB ）ɺ本沼大塚遺跡 .,�.0

（.BTIJ,P�.PUPOVNB0UTVLB）Ͱ͋るɻ

２ɹ遺ߏ

ɹ	�
ɹ遺ߏͷུ߸ɺ4*（୦݀ݐ跡・ํܗ୦݀）・4"（ญ・ྻࡤ）・4・（ߔ）%4&（Ҫށ）・4,（）・

1（ϐοτ）とͨ͠ɻ

ɹ	�
ɹ遺ߏ൪߸ɺ発掘調査࣌に発൪ͨ͠もͷΛݪଇ༻ͨ͠ɻ൪߸Λৼりସ͑ͨ遺ߏについͯɺܭଌ

දதに͠ࡌهɺରԠ͞せͯいるɻ

ɹ	�
ɹ遺ߏਤͷॖईɺݪଇとͯ͠１���ɺΧϚυ１��� Λ༻いͨɻૠਤதにεέʔϧͰࣔ͢ɻ

ɹ	�
ɹํҐおΑͼଌఆ࠲ඪੈքଌ地ܥにͯͬڌいるɻ

ɹ	�
ɹηΫγϣϯਤதͷϙΠϯτͷઢ্͕ਫ४（ඪߴ）Λࣔ͢ɻ

ɹ	�
ɹάϦουͷ൪߸ɺ্ࠨɺ۱Λىと͠ɺ発൪ͯ͠いるɻ

ɹ	�
ɹଯੵਤͷ൪߸ɺݪଇଯੵͷॱংΛࣔ͢ɻਤதͷ ,1 ࣛ沼ܰੴɺ41 ࣣ本ܰࡩੴΛলུͨ͠

もͷͰ͋るɻ

ɹ	�
ɹ୦݀ݐ跡ͷओ࣠ΧϚυ͕֬ೝ͞Εͳい߹ɺೆΛओ࣠とͨ͠ɻΧϚυ͕２֬جೝ͞Εͯいる

߹৽͠いΧϚυΛओ࣠とͯ͠いるɻ

ɹ	�
ɹ遺ͷग़Ґஔとग़ঢ়گɺ遺ߏਤதにͦͷܗঢ়Ͱࣔͨ͠ɻܗঢ়Ͱࣔせͳかͬͨもͷ˔ͰҐஔ

ͷみΛࣔͨ͠ɻͦͷଞɺ遺ߏਤ൛தͷεΫϦʔϯτʔϯҎԼΛࣔ͢ɻ

３ɹ遺

ɹ	�
ɹנͷ໊শについͯɺྺ࢙త໊শΛいɺஉ（נؙ）נɺঁנ（ฏנ）とͨ͠ɻ

ɹ	�
ɹϔϥه߸についͯ文ࣈと区ผ͢きͰ͋る͕ɺࠁॻとͯ͠Ұׅͨ͠ɻ

ɹ	�
ɹ࣮ଌਤͷॖईݪଇとͯ͠１� ４ɺೄ文ث・ੜ１ث� ３ɺं・మ１��ɺҰ෦ͷנ・

ɹɹੴ ��� Λ༻いͨɻૠਤதにεέʔϧͰࣔ͢ɻ

ɹ	�
ɹૠਤதͷ遺൪߸ɺ遺ߏຖͷग़൪߸ٴͼ遺؍දฒͼにࣸਅਤ൛ͷ൪߸にରԠ͢るɻ

ɹ	�
ɹ࣫ࠇ・্͛৭ॲཧ؍දதにࣔͯ͠いるɻ

ɹ	�
ɹ遺ਤ൛தͷεΫϦʔϯτʔϯҎԼΛࣔ͢ɻ

ɹ	�
ɹ遺࣮ଌਤ・ӨਤͰ֎໘Λࣔͨ͠もͷɺஅ໘ͷೄ文・ੜثࠨଆに֎໘ɺਢثܙӈ

ɹଆに֎໘ɺࠨଆに໘Λج本にදࣔͨ͠ɻ

ɹ	�
ɹ؍දதͷʦ ʧきଘɺ（ ）きਪఆΛࣔͨ͠もͷͰ͋るɻ

ɹ	�
ɹͷ৭調ΤοΫεϥΠτࣾͷ $"1463& ଌఆثにΑりଌఆ͠ɺh ৽൛ඪ४৭ （ɦ農ྛਫ࢈ল

ɹ農ྛਫٕ࢈ज़ձٞ事ہमɹ

黒色付着物繊維 須恵器 墨痕・朱痕 灰釉

溶着滓剥離痕緑釉 鉄釉 炭化物 煤部

灰色熱変化部 灰白色熱変化部 摩耗部

推定ライン 硬化面 掘方

焼土 粘土 炭化物 柱痕攣 □

ロ
』
ロ

— 
ロ

―
―

□
 

ロ
二
―
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第１分冊ɹɹ࣍

಄ਤ൛ר
ং
ݴ ྫ
ຌ ྫ
 ࣍
第１ষɹ調査にࢸるまͰͷ経Ң ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ １
ɹɹ第１અɹ調査ͷ経Ңʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ １
ɹɹ第２અɹ調査ͷ経աʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ̑
ɹɹ第３અɹ調査ͷํ法ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ̒

第２ষɹ遺跡ͷڥ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ̔
ɹɹ第１અɹ地ཧతڥʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ̔
ɹɹ第２અɹྺ࢙తڥʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��

第３ষɹ小泉分校裏遺跡 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
ɹɹ第１અɹج本ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
ɹɹ第２અɹ調査ͷ֓ཁʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
ɹɹ第３અɹچੴثʙݹ࣌લظʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
ɹɹɹɹ１．چੴ࣌ثɹ２．ೄ文࣌ɹ３．ੜ࣌ɹ４．ݹ࣌લظ

ɹɹ第４અɹ̖区ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
ɹɹɹɹ１．୦݀ݐ跡ɹ２．ྻࡤɹ３．ߔɹ４．ɹ̑．ϐοτ

ɹɹ第 � અɹ# 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
ɹɹɹɹ１．ߔɹ２．

ɹɹ第 � અɹ$ 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
ɹɹɹɹ１．Ҫށɹ２．ߔɹ�．ɹ�．ϐοτ

ɹɹ第 � અɹ% 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
ɹɹɹɹ１．୦݀ݐ跡ɹ２．掘ཱபݐ跡ɹ３．ߔɹ４．ɹ̑．遺ߏ֎ͷ遺

ɹɹ第 � અɹ& 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹɹɹ１．୦݀ݐ跡ɹ２．掘ཱபݐ跡ɹ３．ྻࡤɹ４．ߔɹ̑．ԁܗ༗ஈ遺ߏɹ̒．ɹ
ɹɹɹɹ̓．ϐοτɹ̔．ͦͷଞɹ̕．遺ߏ֎ͷ遺

ɹɹ第 � અɹ' 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹɹɹ１．ɹ２．ϐοτɹ３．遺ߏ֎ͷ遺

ɹɹ第 �� અɹ(・/ 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹɹ１．୦݀ݐ跡ɹ２．掘ཱபݐ跡ɹ３．ྻࡤɹ４．ߔɹ̑．ɹ̒．ϐοτɹ

ɹɹɹ̓．遺ߏ֎ͷ遺

ɹɹ第 �� અɹ) 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹɹɹ１．୦݀ݐ跡ɹ２．ߔɹ３．地Լࣜɹ４．ɹ̑．ϐοτɹ̒．遺ߏ֎ͷ遺

ɹɹ第 �� અɹ* 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹɹɹ１．୦݀ݐ跡ɹ２．ɹ３．遺ߏ֎ͷ遺
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ɹɹ第 �� અɹ+ 区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹɹɹ１．ߔɹ２．

ɹɹ第 �� અɹ̠区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹ第 �� અɹ̡区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹɹɹ１．୦݀ݐ跡ɹ２．掘ཱபݐ跡ɹ３．ྻࡤɹ４．地Լࣜɹ̑．ɹ̒．遺ߏ֎ͷ遺

ɹɹ第 �� અɹ̢区 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
ɹɹɹɹ１．୦݀ݐ跡ɹ２．ํܗ୦݀ɹ３．ߔɹ４．ɹ̑．ϐοτ

ૠ ਤ  ࣍
第 �� ਤ $ 区 4,��・�・�・�・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ $ 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ $ 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 શ体ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��

第 �� ਤ % 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*�� 遺ߏ・  ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*���・�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4#��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���

第１ਤ ���� ൣگݱғ֬ೝ調査 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ １
第２ਤ 小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡֬ೝ調査τϨϯνɹ
ɹɹɹɹɹɹग़遺࣮ଌਤʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ２
第３ਤ 小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡調査区ஔਤ ʜ ̓
第４ਤ 栃木県Ґஔਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ̔
第̑ਤ 栃木県地ܗ区分ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ̔
第̒ਤ पล地ܗ区分ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ̕
第̓ਤ पล遺跡分ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第̔ਤ ෦・ج本ਤ（"d$・(・)d+・.・/ 区） ʜ ��
第̕ਤ ೆ෦・ج本ਤ（%・&・,・-・0d5 区） ʜʜ ��
第 �� ਤ 小泉分校裏・本沼大塚遺跡ஔਤ（１）෦ ʜ ��
第 �� ਤ 小泉分校裏・本沼大塚遺跡ஔਤ（２）ೆ෦ ʜ ��
第 �� ਤ چੴث・ੴ࣮ثଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ ೄ文・࣮ثଌਤ  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ ೄ文・ੴ࣮ثଌਤ  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ ੜ・࣮ثଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ ੜ 	�
ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ࣮ثظલݹ・ ��
第 �� ਤ " 区 શ体ਤ（ϐοτผਤ͋り） ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4"�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4%���・��・�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 4,��・��・��・��・��・��・��・��・��・
ɹɹɹɹɹɹ��d��・��d��・��・��・��・�� 遺࣮ߏଌਤ ��
第 �� ਤ " 区 4,���・��� 遺4・ߏ,��� ग़遺࣮ଌਤ ��
第 �� ਤ " 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ " 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ # 区 શ体ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ # 区 4%��d� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ # 区 4,��d� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ $ 区 શ体ਤ（ϐοτผਤ͋り） ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ $ 区 Ҫށ遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ਤ $ 区 4%��・�・� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ��



−Wi−

第 �� ਤ % 区 4#��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4%�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4%��d�・�・��・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 4,���・��・��・��d�� 遺4・ߏ,��� ग़遺
ɹɹɹɹɹɹ࣮ଌਤʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ % 区 遺ߏ֎ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 શ体ਤ（ϐοτผਤ͋り） ʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���

第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*���・�� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*���・�� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*���・�� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*���� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4*���� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4#���� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4#���� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4#���� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4"���� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4%��・4%�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4%��・4%�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,��・��・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,�� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,�� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,�� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,��d�・��・��・��・��・��・��d��ɹɹ
ɹɹɹɹɹɹ遺࣮ߏଌਤʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,���d��・��d��・��・��・�� 遺࣮ߏଌਤ
   ɹɹɹɹɹɹ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,���d��・��・��・��・�� 遺࣮ߏଌਤ
  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,���d��・��・��・��d��・��� 遺࣮ߏଌਤ
ɹɹɹɹɹɹɹ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,���・���・���・���・���・���・���・
ɹɹɹɹɹɹ���・���・���d��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,����d���・���・���・���d���・���・
ɹɹɹɹɹɹ���・���・��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,����d���・��� 遺࣮ߏଌਤʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,����・���・���d���・���d���・���・
ɹɹɹɹɹɹ���・��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 4,��・��・��・��・�� ग़遺࣮ଌਤ ���
第 ��� ਤ & 区 4,���d��・��・��・��・��・��・���・ɹ
ɹɹɹɹɹɹ���・���・���・��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
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第 ��� ਤ & 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 ম遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ & 区 遺ߏ֎ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ' 区 શ体ਤ（ϐοτผਤ͋り） ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ' 区 4,��d��・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ' 区 ϐοτ࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ' 区 4,��・�・遺ߏ֎ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 શ体ਤ（ϐοτผਤ͋り） ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��・� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��・� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��B・C 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ 	�
ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺ߏ 	�
・ग़遺࣮ଌਤ 	�
ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*���・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4#��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4"��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4%���・��・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 4%���・��・�� 遺4%・ߏ��� ग़遺࣮ଌਤ 
  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第���ਤ (区 4,��・��・��・��・��・��・��・��d��・
ɹɹɹɹɹɹ��・���遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第���ਤ (区 4,���・��・��・��・��・��・��・���遺ߏ
ɹɹɹɹɹɹ࣮ଌਤɺ4,���・��・��・�� ग़遺࣮ଌਤ ���
第 ��� ਤ ( 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ( 区 ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���

第 ��� ਤ ( 区 遺ߏ֎ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区શ体ਤ（ϐοτผਤ͋り） ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��・�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*���・�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*���・�� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ )�� 区 4%��・�・��・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ )�� 区 4%���・� 区ඪ४遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ )�� 区 4,��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4,��・��・��・��・��d��・��・��・��ɹ
ɹɹɹɹɹɹ遺࣮ߏଌਤʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区 4,��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区ϐοτ遺࣮ߏଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ ) 区遺ߏ֎ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ * 区શ体ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ * 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ * 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ * 区 4,�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ * 区遺ߏ֎ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ + 区શ体ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ + 区 4%��d�・�d�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ + 区 4%�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ + 区 4,��・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ , 区શ体ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区શ体ਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
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第 ��� ਤ - 区 4*���・��・�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4#�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4#��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4%��・��・��・�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4%���・�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4,��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4,��d�・�・��・��・��・�� 遺࣮ߏଌਤɹɹ
ɹɹɹɹɹɹʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4,���d��・��・��・��d��・��d�� 遺࣮ߏଌਤ
ɹɹɹɹɹɹʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ - 区 4,��・��・��・�� ग़遺࣮ଌਤɹ ʜ ���
第 ��� ਤ - 区遺ߏ֎ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区શ体ਤ（ϐοτผਤ͋り） ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��・� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*�� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���

第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*���・�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*��� 遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*���B・C 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4*���B・C ग़遺࣮ଌਤ 	�
 ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4,���・�� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4,��� 遺ߏ・ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4%��・��・��・��・��・�� 遺࣮ߏଌਤ ���
第 ��� ਤ . 区 4%��・��・�� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4,��・��・��・��d��・��・�� 遺࣮ߏଌਤ
 ɹɹɹɹɹ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区 4,��� ग़遺࣮ଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ਤ . 区ϐοτ遺࣮ߏଌਤ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���

第 �� ද % 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*���・�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��d��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 掘ཱபݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ��・���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���

ද    ࣍
第 � ද ֬ೝ調査τϨϯνग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ �
第 � ද पลͷ遺跡 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ��・��
第 � ද چੴث・ੴ؍ثද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 � ද ೄ文・ੴ؍ثද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 � ද " 区 ୦݀ݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 � ද " 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 � ද " 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 � ද " 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 � ද " 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද " 区 4"�� ଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܭ ��
第 �� ද " 区 ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද " 区 4%���・�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද " 区 ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද " 区 4,��� 遺ग़؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද " 区 ϐοτܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ��・��
第 �� ද # 区 ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද # 区 ߔग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද # 区 ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද $ 区 Ҫܭށଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද $ 区 ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද $ 区 4%�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද $ 区 ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද $ 区 ϐοτܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 ୦݀ݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
第 �� ද % 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ��・��
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第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4%�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 4,��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද % 区 遺ߏ֎ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 ୦݀ݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜ ���d���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 �� ද & 区 4*���� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4*���� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 掘ཱபݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4#���� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4#���� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4#���� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4"���� ଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܭ ���
第 �� ද & 区 ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4%��・� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 ԁܗ༗ஈ遺ܭߏଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4,�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜ ���d���
第 �� ද & 区 4,��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 �� ද & 区 4,��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜ ���・���
第 �� ද & 区 ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���d���
第 �� ද & 区 4,��・��・��・��・��・��d��・��・��・  
ɹɹɹɹɹɹ��・��・���・���・���・��� ग़遺؍ද
  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද & 区 ϐοτ遺ܭߏଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද & 区 ম遺ܭߏଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���

第 ��� ද & 区 遺ߏ֎ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ' 区 ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ' 区 ϐοτܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ' 区 ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 ୦݀ݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ( 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ( 区 4*��・� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ( 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*��B・C ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 掘ཱபݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4#��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4"��� ଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܭ ���
第 ��� ද ( 区 ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4%��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 4,���・��・��・�� ग़遺؍ද ʜʜ ���
第 ��� ද ( 区 ϐοτܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ( 区 遺ߏ֎ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区୦݀ݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区 4*���・�� ग़遺؍ද ʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ) 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���・���
第 ��� ද ) 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区地Լࣜܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区 4,��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区ϐοτܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද ) 区遺ߏ֎ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද * 区୦݀ݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද * 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද * 区ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද * 区遺ߏ֎ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද + 区ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද + 区 4%�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද + 区ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区୦݀ݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
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第 ��� ද . 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*���・�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*���B・C ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区ํܗ୦݀ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4,��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4,��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4%��・��・�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4,��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区ϐοτܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���

第 ��� ද - 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*���・�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4*��� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区掘ཱபݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区ܭߔଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4%���・�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区地Լࣜܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද - 区 4,��・��・��・�� ग़遺؍ද ʜʜ ���
第 ��� ද - 区遺ߏ֎ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区୦݀ݐ跡ܭଌද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*�� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ���
第 ��� ද . 区 4*��・� ग़遺؍ද ʜʜʜʜʜʜʜ ���



第 1節　調査に至るまでの経緯
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第１節　調査の経緯
ɹ

　小泉分校裏遺跡・山根遺跡・本沼大塚遺跡の調査は、県農政部の行う「農地整備事業（経営体育成型）小泉・

本沼地区」に伴う記録保存のための発掘調査である。令和 2年７月から令和４年６月まで実施された。

　平成 27 年度に所在分布調査、平成 28 年度の確認調査を経て、令和２年度から発掘調査が開始され、　「農

地整備事業（経営体育成型）小泉・本沼地区」事業計画から、事業予定地に位置する埋蔵文化財の取り扱い

について平成 28 年１月 20 日に協議が行われた。まず、県文化財課（現：県文化振興課）による現地踏査に

よる確認調査が行われた。その結果、遺物の分布が確認され、取り扱いが必要な状況が確認されたことから、

遺跡の確認調査の実施が必要となった。

　本格的な確認調査の実施の前に、設計計画のため遺跡の所在する地下深度や地山の掘削深度を把握したい

との芳賀農業振興事務所の要望を受け、掘削地点を６か所に絞り、平成 29 年１月 24 日に県文化財課が試掘

を行った。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 備考

2 1 土師器 
坏

口径　12.0 
底径　- 
器高　4.2

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 7.5YR3/2 
黒褐

砂粒多量、礫
少量、赤色粒
子微量

良好 口縁部外面・内
面 黒色処理

口縁部外面 ヨコナデ 
胴部外面 ミガキに近いケ
ズリ 
底部 ヘラケズリ 
内面 ナデ

ほぼ完形 
一部欠損

一括 17トレンチ
（2019）

2 2 土師器 
坏

口径　13.3 
底径　- 
器高　4.0

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 5YR3/1 
黒褐

砂粒少量、礫
微量

良好 口縁部外面～内
面 漆仕上げ

口縁部外面 ヨコナデ 
体～底部外面 ヘラナデ 
口縁～胴部上半内面 ヨコ
ナデ 
胴部下半～底部内面 ナデ

ほぼ完形 
一部欠損

一括 19トレンチ
（2019）

2 3 土師器 
坏

口径（13.3） 
底径　- 
器高　4.2

7.5YR4/3 
褐

砂粒少量、黒
色粒子微量

良好 口縁部外面 漆
仕上げか

口縁部稜あり（内傾・外
稜） 
口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁～底
部 3/4 残
存

一括 19トレンチ
（2019）

2 4 土師器 
坏

口径（12.8） 
底径　- 
器高　4.1

外面 10YR4/2 
灰黄褐 
内面 10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒少量、赤
色粒子微量、
黒色粒子若干

良好 体部外面 黒斑 口縁部 ヨコナデ 
体～底部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁～底
部 1/4 残
存

一括 19トレンチ
（2019）

2 5 土師器 
坏

口径（13.9） 
底径　- 
器高　5.0

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 内外面漆仕上げ 口縁部稜あり（内傾・外
稜） 
口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 ヘラナデ 
胴部内面 ナデ 
底部内面 ナデ後ミガキ

口縁～底
部 1/2 残
存

一括 19トレンチ
（2019）

2 6 土師器 
坏

口径（15.4） 
底径　- 
器高［3.3］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒微量 良好 口縁部内外面 
漆仕上げ

口縁部稜あり（内傾・内
外稜） 
口縁部外面 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁～体
部 1/8 残
存

一括 5トレンチ
（2018）

2 7 土師器 
坏

口径（14.1） 
底径（6.4） 
器高　1.9

外面 5YR4/4 
にぶい赤褐 
内面 7.5YR3/2 
黒褐

赤色粒子少
量、砂粒微量

良好 口縁部外面・内
面 黒色処理

口縁部内湾 
平底状 
口縁～胴部外面 ヘラミガ
キ 
底部 ヘラケズリ後ミガキ 
内面 ヘラミガキ

口縁～底
部 1/3 残
存

一括 3トレンチ
（2019）

2 8 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（8.4） 
器高　3.7

7.5YR5/1 
灰

砂粒少量、黒
色粒子微量

良好 ロクロ目顕著 口縁～底
部 1/8 残
存

一括 6トレンチ
（2018）

2 9 須恵器 
蓋

つまみ径 3.0 
器高［1.35］

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒少量、礫
微量

やや
不良

天井部 回転ヘラケズリ後
つまみ貼付

つまみ～
天井部一
部残存

一括 22トレンチ 
（2018）　　
フク土一括

2 10 土師器 
埦

口径（13.0） 
底径　- 
器高　7.1

外面 10YR6/3 
にぶい黄橙 
内面 5YR2/1 
黒褐

砂粒少量、黒
雲母微量

良好 体～底部外面 
荒れている 
内面 黒色処理

口縁部直立 
口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 調整不明 
胴～底部内面 ナデ後ヘラ
ミガキ 

口縁部一
部残存、
底部完存

一括 19トレンチ
（2019）

2 11 土師器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［7.8］ 
脚径（6.3）

外面 7.5YR4/1 
褐灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、赤
色粒子微量

良好 坏部 ナデ 
脚部外面 タテ方向のヘラ
ミガキ 
内面 ヘラナデ

脚部 1/2
残存

一括 19トレンチ
（2019）

2 12 土師器 
甑

口径（23.0） 
底径　- 
器高　21.6

7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒少量、赤
色粒子微量

良好 外面黒斑 口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 タテ方向の
ヘラケズリ 
胴部内面 ヘラナデ後ミガ
キ 
底部内面 ナデ

口縁～底
部 1/2 残
存

一括 19トレンチ
（2019）

2 13 土師器 
鉢

口径（10.3） 
底径　- 
器高　13.2 
最大径　14.4

7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫少量、
赤色粒子微量

良好 胴部 外面剥離、
荒れている
被熱

丸底 
口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 ヘラケズリ 
胴～底部内面 ナデ

口縁～底
部 1/3 残
存

一括 19トレンチ
（2019）

2 14 須恵器 
鉢

口径（20.0） 
底径　- 
器高［7.8］

外面 2.5Y5/1  
黄灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫・白
色粒子微量

良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/8 残存

一括 2トレンチ
（2018）

2 15 土師器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［14.6］ 
最大径［23.4］

外面 7.5YR5/6 
明褐 
内面 10YR4/1 
灰褐

砂粒少量、礫・
赤色粒子微量

良好 外面 荒れてい
る 
胴部内面 黒化 
内面 あばた状

頸部 ヨコナデ 
胴部外面 不明 
内面 ヘラナデか

頸～体部
一部残存

一括 19トレンチ
（2019） 
No.4

2 16 須恵器 
甕か

口径　- 
底径（19.8） 
器高［11.1］

10YR5/2 
灰黄褐

砂粒少量、礫
微量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちナデ

胴～底部
一部残存

一括 6トレンチ
（2018）

2 17 女瓦

厚　4.0
重　950.03

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒微量 良好 凸面 縄叩き 
凹面 布目痕・糸切痕 
側面 ヘラケズリ 
端面 ヘラケズリ

一部残存 一括 盛土及び
周辺採集
（2019）

2 18 磨石

長　10.9 
幅　8.0 
厚　2.4 
重　276.23

安山岩 ほぼ完存 表採 盛土及び
周辺採集
（2019）

第１ද　確認調査τϨϯνग़Ҩ؍ද



第 1章　調査の経過

－ 4－

　県文化財課の試掘結果を受け、重要遺跡等現況範囲確認調査として小泉分校裏遺跡・山根遺跡・本沼大塚

遺跡に係る確認調査が当センターにより、平成 30 年７・８月（第１回目）と平成 31 年３月（第 2 回目）

の２回にわたって行われた。

　第１回目の７・８月の調査では 62 本のトレンチ調査を計画したが、重機の搬入できない箇所が１箇所あり、

結果 61 本の調査が実施された。７月 23 日から 30 日まで、重機によるトレンチ掘削、８月 1 ～ 10 日に人

力により精査が行われた。

　61 本のトレンチのうち、5・10・13・31・46・58 トレンチから６軒の竪穴建物跡が確認された。46・58

トレンチは次年度報告予定の山根遺跡内である。小泉分校裏遺跡にかかる 5・10・13・31 トレンチの竪穴建

物跡は古代であるとみなされた。また、27・35・36・44・66 トレンチ付近は遺構・遺物とも確認されなかった。

　第２回目の３月の調査では、本沼大塚遺跡も含め、44 本のトレンチ調査が実施された。２・３・４・17・

19・20・23・25・40・42 トレンチより、古墳時代から古代にかけての 11 軒の竪穴建物跡が、その他、溝・

土坑・ピットなども確認されている。遺構が発見されなかったトレンチ付近でも、遺物が多く確認されており、

近くに遺構や遺物包含層の存在が想定された。本沼大塚遺跡では塚の存在が確認された。

　この２回にわたる確認調査時の出土遺物については、第２図に主要なものを示した。この確認調査により、

小泉分校裏遺跡は古墳時代から古代にかけての遺跡で、竪穴建物跡を中心に多くの遺構が遺存していること

が推測されるに至った。

　確認調査・試掘の成果を踏まえ、県文化財課と芳賀農業振興事務所による協議が行われた。この協議の結果、

平成 30 年 5 月 23 日に「農地整備事業（経営体育成型）小泉・本沼地区における埋蔵文化財発掘調査」として、

小泉分校裏遺跡・山根遺跡について本調査が必要なこと、期間については発掘調査 2 年、整理作業 2 年で調査・

報告をすることの調整が行われた。

　発掘調査は令和 2 年６月 24 日付けで公益財団法人とちぎ未来づくり財団に費用見積について依頼された。

これを受け、令和２年７月１日付け「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約書」にて、令和２年度の委託業務の

契約が締結された。発掘調査着手後、現地調査の進捗等、芳賀農業振興事務所と文化財課との間で調整を行

いながら調査が進められた。

　7 月 30 日には、塚を残して農地整備する予定であった本沼大塚が、削平することに計画変更されたため、

本沼大塚遺跡を先に調査することとし、小泉分校裏遺跡の一部調査（Ｌ・Ｋ区）が次年度送りとなり、令和

２年 10 月 26 日付け「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約書の変更契約書」にて、委託業務の変更契約が締結

された。

　令和３年度については、令和３年６月１日付け「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約書」にて委託業務の契

約が締結された。また、本年度より山根遺跡の発掘調査も開始された。

　令和４年２月 16 日の県文化財課との協議で、山根遺跡の調査では想定以上に縄文時代の遺構や大量の土

器や石器が出土したことから令和 3 年度中のＢ区の調査完了が困難であること、小泉館跡の土塁（Ｆ区）に

ついても本調査が必要となったことから、次年度にこれらの調査を行うことになった。

　令和４年度については、令和４年４月１日付け「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約書」にて委託契約が取

り交わされた。小泉分校裏遺跡の整理作業と併行して、山根遺跡のＢ区・Ｆ区についての調査が 6 月中旬ま

で行われ、現地での調査はすべて完了した。

　令和５年度については、令和５年４月１日付け「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約書」にて委託契約が取

り交わされた。小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡の報告書作成と併行して山根遺跡の整理作業を行うこととな
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った。

　令和６年３月 28 日に栃木県埋蔵文化財調査報告第 418 集『小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡』を刊行。

　山根遺跡については令和 6 年度末に刊行予定である。

第̎節　調査の経ա
　

　小泉分校裏遺跡・山根遺跡・本沼大塚遺跡の発掘調査は、令和２～５年度に現地調査を行い、令和４年度

から整理作業・報告書作成作業を行っている。

　以下に調査の概略を記す。

ྩ̎　ൃ۷調査

　調査範囲　　小泉分校裏遺跡（A ～ J・M・N）・本沼大塚遺跡　13, ２55 ㎡

　調査費用　　74,880,000 円（うち消費税および地方消費税額 6,807,272 円）

　契約　　　　令和２年７月１日～令和３年３月 30 日　

　調査の経過　令和２年６月 24 日～７月 14 日　 発掘諸準備

　　　　　　　令和２年７月 15 日～令和 3 年 3 月 30 日　発掘作業・遺構測量・図化

　　　　　　　令和２年 11 月 19 日・12 月 18 日　令和 3 年 3 月 2 日　航空写真撮影

　　　　　　　令和 3 年１月 27 日　芳賀農業振興事務所との現地協議

　　　　　　　令和 3 年２月５日　県文化財課との現地協議

ྩ̏　ൃ۷調査

　調査範囲　　小泉分校裏遺跡（K・L・O ～ T 区）・山根遺跡（A ～ D 区） 　14,674 ㎡

　調査費用　　90,560,000 円（うち消費税および地方消費税額 8,232,727 円）

　契約期間　　令和３年６月１日～令和４年３月 30 日

　調査の経過　令和３年５月 13 日　芳賀農業振興事務所・県文化財課との現地協議

　　　　　　　令和３年６月 1 日～６月 19 日　 発掘諸準備

　　　　　　　令和３年６月 18 日～令和４年３月 30 日　発掘作業・遺構測量・図化

　　　　　　　令和３年８月４日　県文化財課との現地協議

　　　　　　　令和３年８月 24 日・11 月 25 日　令和４年２月９日・３月 10 日　航空写真撮影

　　　　　　　令和４年２月 16 日　県文化財課との現地協議

ྩ̐　ൃ۷調査ɾཧۀ࡞

　調査範囲　　山根遺跡（B・C・F 区）　８00 ㎡

　調査費用　　66,640,000 円（うち消費税および地方消費税額 6,058,181 円）

　契約期間　　令和４年４月１日～令和５年３月 30 日

　調査の経過　発掘調査

　　　　　　　令和４年４月 11 日　芳賀農業振興事務所・県文化財課との現地協議

　　　　　　　令和４年４月 1 日～４月 14 日　 発掘諸準備

　　　　　　　令和４年４月 15 日～６月 22 日　発掘作業・遺構測量・図化

　　　　　　　令和４年５月 18 日　県文化財課との現地協議

　　　　　　　令和４年７月５日　芳賀農業振興事務所、県文化財課との現地協議・引き渡し
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　　　　　　　整理作業（小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡）　　　

　　　　　　　令和４年４月１日～令和５年３月 30 日　整理作業

ྩ̑　ཧۀ࡞ɾใࠂॻ࡞

　調査費用　　38,720,000 円（うち消費税および地方消費税額 3,520,000 円）

　契約期間　　令和５年４月３日～令和６年３月 28 日

　調査の経過　整理作業・報告書作成（小泉分校裏遺跡・山根遺跡・本沼大塚遺跡）

　　　　　　　令和５年４月３日～令和６年 3 月 28 日　整理作業・報告書作成・収納

　　　　　　　令和６年 3 月 28 日　小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡報告書刊行　　　　ɹɹ

第̏節　調査のํ๏

ʲݱ調査ʳ
ɾখઘߍཪҨ
　調査区は A 区～ T 区とした。H ～ M 区は水路部分で、幅約２ｍの細長いトレンチ状の調査区である。

　調査区の表土除去は重機により行った。　

　その後、遺構確認作業及び国家座標に基づくグリッド杭を建植した。グリッドは 10 ｍ四方（第３図）とする。

　遺構・遺物の調査については、以下を基本に行った。

　　　①　遺構確認後、調査区の壁により土層観察が出来るものは壁を使用し、状況に応じて土層観察用の
　　　　　ベルト（セクションベルト）を設定、これを残し、覆土を除去した。
　　　②　覆土除去後、土層堆積状況を記録（セクション図作成）、併せてデジタルカメラを用い、写真撮
　　　　　影を行った。
　　　③　セクションベルト除去後、出土遺物の位置・出土した高さを平板実測にて記録（遺物出土状況図
　　　　　作成）した。写真撮影後、遺物の取り上げを遺構毎に行った。
　　　④　カマドについても土層堆積状況や遺存状況を平面図に記録し、写真撮影も行っている。
　　　⑤　遺構の完掘後、平面図を作成し、その後、写真を撮影した。
　　　　　一部の平面図・遺物出土状況図の作成については、専門業者への委託による測量図化を行った。
　　　　　作図については、1/20 の縮尺を基本に行った。カマドについては 1/10 である。
　　　⑥　調査区毎に全体図を作成した。　　　
　　　⑦　航空写真については、専門業者に委託した。
　　　調査終了後は埋め戻し、調査前の状況に復旧している。

ɾຊপେ௩Ҩ

　本沼大塚遺跡は塚の調査および周溝の有無の確認のため、１～８本のトレンチを設定した。

　　　①　塚の現況図を作成した。
　　　②　土層観察のためのトレンチを設定。
　　　③　表土を重機で除去、遺構確認を行った後、墳丘の掘り下げを行った。
　　　④　セクション図作成・写真撮影後、墳丘を除去した。
　　　⑤　墳丘下、およびトレンチ内の精査を行い、確認された遺構の調査を行った。
　　　⑥　遺構の調査は小泉分校裏遺跡と同様である。

ʲཧۀ࡞ɾใࠂॻ࡞ۀ࡞ʳ
　整理作業は栃木県埋蔵文化財センターで行った。

　　　①現地作成の実測図は、原図からコンピュータートレースで図版化し、修正・補正・版組を行った。一部、
　　　　外部委託を行っている。
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　　　②出土遺物は、洗浄・注記作業後に接合作業を行い、欠失部分についてはクレイテックスを充塡し、　
　　　　復元及び補強、その後遺物の実測図作成を行った。一部の遺物については、写真実測を専門業者に
　　　　委託し、図化した。図化した実測図は浄書（トレース）し、スキャニング・編集を行いデジタルデ
　　　　ータ化して図版とした。
　　　③上記の作業に併行して、遺物観察表等の作成を行うとともに、遺物の写真撮影を一部を除き業者に
　　　　委託し、版組も行った。
　　　④報告書刊行に必要な遺構・遺物の事実記載等の原稿執筆と図版作成を行い、遺構・遺物図版、写真
　　　　図版、原稿等と併せ割付し、入稿・校正後、刊行となった。
　　　⑤併せて、本報告書に係る遺物、遺構・遺物実測図・写真、空中写真等の成果品、各種台帳の整理を行い、
　　　　収蔵庫・記録保管室に収納し、小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡発掘調査の全ての作業を完了した。
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第 2章　遺跡の環境

第１節　ཧతڥ

ʲҐஔʳ
　栃木県は関東平野の北部に位置し、東は茨城県、西

は群馬県、南は埼玉県、北は福島県の各県に接する内

陸県である。地理的には、阿武隈山地の南に連なる八

溝山地からなる東部山地、関東平野の最奥部となる中

央部平地、帝釈山地から足尾山地に連なる西部山地と

に大きく三分でき、中央部平地は南に開け、北は福島

県中通へと続く地形的特徴から、古来より、関東地方

と東北地方を結ぶ交通路とされてきた。

　小泉分校裏・本沼大塚遺跡は栃木県益子町小泉・長

堤・本沼地内に所在する。

　益子町は、栃木県の南東部に位置する。北は市貝町、

西は真岡市、東は茂木町、南は茨城県桜川市と接する。

人口約２.1 万人、県庁所在地である宇都宮市からは東

南東方向約 23 ㎞の距離である。

ʲܗʳ
　益子町は北から連なる八溝山地と関東

平野の境にあり、町の西側を小貝川が南

流し、東には八溝山地の南半にあたる鶏

足山塊、南東には雨巻山。八溝山地は茨

城県の筑波山に連なり、北から八溝山塊、

鷲子山塊、鶏足山塊、筑波山塊に分類さ

れる。

　小泉分校裏遺跡は鷲子山塊、鶏足山塊

の西側に広がる丘陵地帯の南西端に位置

し、益子町の市街地より南へ約５㎞、小

貝川の支流により開析された、北西から

南東に伸びる台地上に立地している。

　山根遺跡とは道路により分断されてい

るが、同じ台地上にある。本沼大塚遺跡

は谷を挟んだ低い台地上に所在する。

　台地を開析する小支谷は幅 200 ｍ前後

であり、谷は水田としての利用が多い。

台地上はたばこや野菜を中心とした畑地

が広がっている。

第̎章　Ҩのڥ
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第１節　地理的的環境
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第２章　遺跡の環境

－ 10－

　山根遺跡の東には沢が存在する。

　小泉分校裏遺跡の標高は 31.0 ～ 31.9 ｍ、西側の低地面の標高は 15.0 ｍ前後、比高差は 16.0 ｍ前後である。

鹿沼軽石層は台地上（E 区周辺）で漸移層より 0.7 ～ 1 ｍ、厚さは 0.75 ～ 0.9 ｍ程、台地縁辺（C 区）では

表土直下に確認されている。

第̎節　ྺ࢙తڥ

　本遺跡では旧石器・縄文時代から近世にかけての遺構・遺物が確認されている。

　ここで小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡・山根遺跡の周辺の遺跡を概観する。　

ʲچੴ࣌ثʳ
　小泉分校裏遺跡では、石器が出土している。

　本遺跡より北東約 5.5 ㎞に所在する塙遺跡では、1981 年の調査により遺物集中地点が確認され、尖頭器や

ナイフ形石器等が出土している。北へ約７㎞の星の宮 A 遺跡でも、1979 年の調査で礫群を伴う遺物集中地

点が確認されている。そのほか、東へ約 4 ㎞の柿平遺跡や約 4.5 ㎞に所在する山居台遺跡などでも尖頭器な

どが採集されている。

ʲೄจ࣌ʳ
　小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡では、早期、前期（黒浜）、中期（阿玉台・加曾利 E）、後期（加曾利 B ～堀之内）

の土器が出土し、遺構としては陥し穴などの土坑が確認され、隣接する山根遺跡では中期から晩期にかけて

の集落が確認されている。

　大郷戸南遺跡 (42) は、小泉分校裏遺跡や山根遺跡と同じ時期の集落である。1978 年に調査が行われ、陥

し穴が２基確認されている。

　大郷戸南遺跡と谷を挟んだ台地上に山居台遺跡は立地する。1984 年に益子町史編さん事業の一環として発

掘調査が行われた。早期・中期・後期～晩期の土器が確認され、長期間継続した拠点的な集落であることが

推定されている。後期堀之内 1 式期の住居跡１軒と晩期の遺物包含層が確認されている。

　北東約８㎞、小貝川の支流である大羽川の右岸に所在する御霊前遺跡は、1995 ～ 1998 年と 1999 年の 2 回、

調査が行われ、住居跡 20 軒と土坑 536 基と中期～晩期の遺物が多量に出土した。確認された住居跡は中期

後半の 10 軒、後期後半１軒、晩期前半 7 軒で、ほかに中期の袋状土坑群が確認されている。

　北東約 13Km には茂木町の天矢場遺跡が所在する。1989 年に調査が行われ、住居跡が 2 軒確認されている。

早期撚糸文期に、千葉・茨城・栃木・福島にかけて分布する天矢場式土器が提唱された標識遺跡である。また、

この分布圏に特徴的な石鏃を堀込型石鏃として提唱されている。（中村 2017）　

　ほかに茂木町域では中～後期の集落跡として桧ノ木遺跡や塙平遺跡などの調査報告例がある。

ʲੜ࣌ʳ
　本遺跡では後期の土器が出土する。周辺の弥生時代の遺跡は少数である。　

　中期では、1980 年に本遺跡の北東約 13.5 ㎞の大羽川に開析された丘陵斜面上に所在する新福寺遺跡が調

査された。土坑が 1 基確認され、丘陵の斜面で、底面近くに深鉢形土器が磨製石斧とともに出土している。　

　後期では、長堤遺跡 (26) が、1975 年の県道新設工事による発掘調査により、住居跡３軒と土坑１基が確認

されている。中期から後期にかけての年代幅がみられる遺跡である。立地も沖積低地との比高差がわずかな低

位台地上に立地し、ほかの遺跡が小舌状台地に立地するのと様相を異にする。
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No. 遺跡名 所在地 種別 時期 主な参考文献・備考
1 小泉分校裏遺跡 大字小泉 集落跡 弥生、古墳、奈良・平安 『益子町遺跡地図』

2 本沼大塚遺跡 大字本沼 散布地 縄文前期（黒浜）、中期（阿玉
台Ⅰ b～Ⅱ

『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編

3 山根遺跡
大字小泉 散布地 縄文中期（阿玉台Ⅳ、加曽利 E

Ⅰ～Ⅳ）、後期（称名寺～安行
２）、晩年前葉

『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編

4 小泉城跡 大字小泉 城館跡 中世 『益子町遺跡地図』,『芳賀の文化財 第 19 集 城館・陣屋跡編』
5 細内遺跡 大字東田井 散布地 奈良・平安 『益子町遺跡地図』

6 鶴内遺跡 大字生田目 散布地 古墳（後期）、奈良・平安（8
～ 9C）

『益子町遺跡地図』

7 木流窯跡 大字前沢 窯跡 奈良・平安 『益子町遺跡地図』

8 前沢山頂遺跡 大字前沢・
大字益子

散布地 縄文（早期末）、奈良・平安（8
～ 9C）

『益子町遺跡地図』

9 天王原遺跡 大字前沢 散布地 古墳（中・後期）、奈良・平安 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編
10 荒町古墳群 大字前沢 古墳群 古墳後期（6C後半～ 7C末） 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編

11 荒町狐塚古墳群
大字前沢 古墳群 古墳 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編 ,「益子町狐塚

古墳第一次調査報告」『峰考古』第一号 ,「益子町狐塚古墳第二次
調査報告」『峰考古』第二号

12 荒町遺跡 大字前沢 散布地 縄文、中世 『益子町遺跡地図』

13 前沢上ノ台遺跡 大字前沢・
大字上山

集落跡 『益子町遺跡地図』

14 山本稲荷神社古墳 大字山本 古墳 古墳（7C） 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編
15 八坂神社北遺跡 大字山本 散布地 縄文、古墳、奈良・平安 『益子町遺跡地図』

16 三の宮神社遺跡 大字山本 散布地 縄文（加曽利 E）、古墳（後期）、
奈良・平安

『益子町遺跡地図』

17 久保前遺跡 大字長堤 散布地 奈良・平安 『益子町遺跡地図』
18 田野中学校校庭内遺跡 大字長堤 散布地 古墳後期（7C後半） 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編

19 田野城跡
大字長堤 城館跡 中世 『益子町遺跡地図』,「Ⅳ 真岡市・芳賀郡概説」『栃木県の中世城館

跡』,『田野城並に田野陣屋について』,『芳賀の文化財 第 19 集 城
館・陣屋跡編』

20 新田山北遺跡 大字長堤 散布地 古墳、奈良・平安 『益子町遺跡地図』
21 新田山古墳群 大字長堤 古墳群 古墳 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編

22 新田山遺跡 大字長堤 散布地 縄文早期（稲荷台、稲荷原）、
弥生後期

『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編

23 天正寺入窯跡 大字長堤 窯跡 平安（9C） 『益子町遺跡地図』
24 新田入遺跡 大字長堤 散布地 奈良・平安 『益子町遺跡地図』
25 新田入南遺跡 大字長堤 散布地 奈良・平安 『益子町遺跡地図』

26 長堤遺跡
大字長堤 散布地 縄文前期（浮島Ⅰ～Ⅱ）、弥生

後期、古墳前期、古墳後期（7C）、
奈良・平安（8～ 9C）

『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編 ,『長堤遺跡発
掘調査報告書』

27 西山古墳 大字長堤 古墳 古墳 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編
28 西山遺跡 大字長堤 散布地 奈良・平安 『益子町遺跡地図』
29 西山南古墳群 大字長堤 古墳群 古墳 『益子町遺跡地図』

30 西山窯跡 大字長堤 窯跡 奈良・平安 『益子町遺跡地図』,『栃木県埋蔵文化財調査報告 第 407 集 谷津入
窯跡・カスガ入窯跡・西山窯跡』

31 長堤八幡古墳群 大字長堤 古墳群 古墳 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編
32 長堤八幡遺跡 大字長堤 散布地 古墳、奈良・平安 『益子町遺跡地図』
33 長堤大日堂古墳 大字長堤 古墳（円墳） 古墳後期（7C前半） 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編
34 新屋敷遺跡 大字長堤 集落跡 『益子町遺跡地図』

35 田野陣屋跡 大字長堤 陣屋跡 近世 『益子町遺跡地図』,『田野城並に田野陣屋について』,『芳賀の文化
財 第 19 集 城館・陣屋跡編』

36 八幡池南遺跡 大字小泉 散布地 奈良・平安 『益子町遺跡地図』
37 長峰遺跡 大字小泉 散布地 縄文、弥生、奈良・平安 『益子町遺跡地図』
38 長峰南遺跡 大字小泉 散布地 縄文、奈良・平安 『益子町遺跡地図』
39 遠峰遺跡 大字小泉 散布地 縄文 『益子町遺跡地図』
40 本田長峰遺跡 大字小泉 散布地 奈良・平安 『益子町遺跡地図』
41 大郷戸北遺跡 大字大郷戸 散布地 古墳、奈良・平安 『益子町遺跡地図』

42 大郷戸南遺跡
大字大郷戸 集落跡 縄文中期（阿玉台Ⅱ、加曽利 E

Ⅱ～Ⅳ）、後期（堀之内１）、古
墳（7C）、奈良・平安（8・9C）

『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編 ,『県営圃場地
内発掘調査報告書』

43 大日陰遺跡 大字大郷戸 墓域 中世 『益子町遺跡地図』
44 大郷戸寺前遺跡 大字大郷戸 散布地 奈良・平安 『益子町遺跡地図』

45 本沼遺跡 大字本沼 集落跡 平安（9C） 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編 ,『県営圃場地
内発掘調査報告書』

46 北山窯跡 大字本沼 窯跡 奈良（8C） 『益子町遺跡地図』
47 北山遺跡 大字本沼 散布地 縄文、奈良・平安 『益子町遺跡地図』
48 小田毛遺跡 大字本沼 散布地 縄文 『益子町遺跡地図』
49A 本沼東遺跡 大字本沼 散布地 縄文、奈良・平安 『益子町遺跡地図』　Aと同じ遺跡の可能性
49B 本沼東遺跡 大字本沼 散布地 縄文、奈良・平安 『益子町遺跡地図』　Bと同じ遺跡の可能性
50 本沼古墳 大字本沼 古墳（円墳） 古墳 『益子町遺跡地図』,『益子町史』第 1巻 考古資料編

51 毘沙門入窯跡 大字本沼 窯跡 平安（9C） 『益子町遺跡地図』,『栃木県埋蔵文化財調査報告 第 407 集 谷津入
窯跡・カスガ入窯跡・西山窯跡』

52 谷津入窯跡 大字本沼 窯跡 奈良・平安（8C前半～ 9C第 1
四半期）

『益子町遺跡地図』,『栃木県埋蔵文化財調査報告 第 407 集 谷津入
窯跡・カスガ入窯跡・西山窯跡』

53 宮脇遺跡 大字本沼 散布地 縄文、奈良・平安 『益子町遺跡地図』

54 カスガ入窯跡 大字本沼 窯跡 平安（9C第 4四半期～ 9C第 1
四半期）

『益子町遺跡地図』,『栃木県埋蔵文化財調査報告 第 407 集 谷津入
窯跡・カスガ入窯跡・西山窯跡』

�第̎ද　पลͷҨ
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　新田山遺跡 (22) でも後期の遺物が出土する。二軒屋式が大部分を占めるが、十王台式も含まれている。

　北東へ約７㎞に所在する車堂遺跡は、北向きの小舌状台地上に立地する。1983 年に発掘調査が行われ、住

居跡 5 軒、溝 2 条、土坑 1 基が確認されている。十王台式の壺が２点出土し、うち１つは口縁部が片口にな

っている。二軒屋式の土器片や紡錘車も出土する。北東約 6 ㎞に所在する聖ヶ丘遺跡では口縁部が外反する壺

形土器が出土し、長岡式に比定される。茨城県との関連が強い。

　また、小貝川を挟んだ西側の根本山丘陵上の真岡市山崎遺跡や柳久保遺跡でも、この時期の集落が確認され

ている。

ʲݹ࣌ 　r
　前期の遺物は台付甕の口縁部が 1 点出土している。中～後期の遺構・遺物は M 区周辺で確認されている。

　長堤遺跡 (26) では遺物が確認されているものの、周辺からはこの時期の遺構や遺物はほとんど確認されて

いない。北東へ約 10 ㎞に所在する向北原遺跡では、1973 年の調査により竪穴建物跡 15 軒と本県では調査

事例の少ない方形周溝墓８基が確認された。北へ約 7.8 ㎞に所在する星の宮浅間塚古墳は、小貝川右岸の丘

陵上に立地する前方後方墳で、全長約 52 ｍ、前方部と後方部の比高が１ｍと低い。前方部の平面プランは正

方形である。聖ヶ丘遺跡でも前期の土器が確認されている。　

　中期以降の周辺の主な集落遺跡としては、天王原遺跡 ( ９)、長堤遺跡 (26)、大郷戸南遺跡 (42) が所在し、

天王原遺跡では後期前半の土器が採集されている。大郷戸南遺跡では竪穴建物跡１棟が確認されている。

　古墳後期の荒町古墳群 (10) は標高 90 ｍ程の丘陵上に分布する群集墳である。30 基の円墳から構成されて

いる。横穴式石室の石材が散在し、円筒埴輪の破片や玉類・耳輪などが採集されている。谷を隔てた東側に

は荒町狐塚古墳群 (11) がある。６基の古墳で構成され、そのうちの狐塚古墳は前方後円墳である。1976・

1977 年に宇都宮大学考古学研究会による古墳の測量と周溝調査が行われている。その東 350 ｍには円墳で

ある山本稲荷神社古墳が所在する。

　長堤八幡古墳群 (31) では古墳 20 基が確認され、うち 2 基は前方後円墳である。1 号墳からは馬具や唐須・

管玉が出土している。そのほか新田山古墳群 (21) と同じ丘陵尾根筋には長堤大日堂古墳 (33) があり、更にそ

の南西約 800 ｍには、本沼古墳 (50) などが所在する。

　本遺跡より北東 7.8 ㎞には 6 世紀後半～ 7 世紀にかけての小宅古墳群が所在し、前方後円墳６基、円墳 28

基が残存する。

ʲಸྑɾฏ҆࣌ 　r
　本遺跡では、この時期を中心とした遺構・遺物が確認されている。

　益子町域は芳賀郡に属する。堂法田遺跡が芳賀郡衙とされる。真岡市京泉字堂法田に所在し、本遺跡から

約７㎞北西にある。「塔法田堂遺跡」と呼ばれてきたが、近くに塔法田という地名はなく、字名は堂法田であ

ったため、「堂法田遺跡」となった。昭和 42 年に調査が行われ、38 基の建物跡が確認された。北には大内廃

寺が所在する。

　周辺の主な集落遺跡としては、長堤遺跡 (26) や大郷戸南遺跡 (42) などがあげられる。長堤遺跡 (26) では

55 古ヶ原窯跡 大字本沼 窯跡 平安（9C前半） 『益子町遺跡地図』,『栃木県埋蔵文化財調査報告 第 407 集 谷津入
窯跡・カスガ入窯跡・西山窯跡』

56 上崎窯跡 大字本沼 窯跡 奈良・平安（8C 第 4 四半期～
9C第 1四半期）

『益子町遺跡地図』

57 本沼 2号沢窯跡 大字本沼 窯跡 奈良（8C） 『益子町遺跡地図』
58 小入窯跡 大字本沼 窯跡 奈良・平安（8～ 9C） 『益子町遺跡地図』
59 大塚氏館跡 大字本沼 城館跡 中～近世 『益子町遺跡地図』
60 小田毛三の宮神社南遺跡 大字本沼 散布地 『益子町遺跡地図』
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古墳時代から奈良・平安時代にかけての 50 棟以上の竪穴建物跡や 30 基以上の土坑が、大郷戸南遺跡では竪

穴建物跡２棟と土坑 18 基が確認され、瑞花双鳥鏡が出土している。

　本遺跡より北へ 8 ㎞に所在する星の宮ケカチ遺跡では、竪穴建物跡 24 軒、掘立柱建物跡８棟、井戸跡３

基などが確認されている。土師器・須恵器のほか、石帯や佐波理の匙なども出土している。北へ 14 ㎞に所在

する東台遺跡では竪穴建物跡 7 軒のほか、本遺跡でも確認されている円形有段遺構 1 基が確認されている。

　益子町周辺には窯跡が多く見つかっている。益子町から真岡市南高岡に及ぶ窯跡群を益子窯跡群とされる。

本遺跡と谷を挟んだ台地上には西山・本沼・小泉支群の西山窯 (30)・北山窯 (46)・毘沙門入窯 (51)・谷津入

窯跡 (52)・カスガ入窯跡 (54)・古ケ原窯跡 (55) が所在する。東約５㎞には 8 世紀前半の脇屋窯跡、9 世紀中

葉の倉見沢窯跡や滝ノ入窯跡のある栗生支群や原東窯跡などの前沢・山本支群が所在する。

　このうち、本沼窯跡群の確認調査が平成 29 年度、谷津入窯跡群・カスガ入窯跡群が令和元年度、西山窯跡

が令和２年度に行われた。谷津入窯跡では窯体が露出していたため、形状や断面の確認、カスガ入窯跡群で

は窯体・灰原の確認、西山窯跡では灰原の確認調査が行われた。

　茨城県の桜川市（旧岩瀬町）にある堀ノ内窯跡群は本遺跡より約４㎞南と近い。本遺跡でもこの窯跡群で

作られた須恵器が出土している。

ʲதੈʙۙੈʳ
　今回の調査においては、小泉館跡の土塁及び堀の一部が確認された。山根遺跡の範囲内で多数の中世の遺

構が確認されているが、次年度の山根遺跡の報告で示す予定である。

　二次資料を根拠とするが、館主については田野城主羽石内蔵介配下の小泉小三郎の館であったといい、調

査時には御蔵台 ( おくらんだい ) と地元で通称される土塁が残っていた。

　本遺跡周辺においては、中世の遺跡として、荒町遺跡 (12）、田野城跡 (19）、大日陰遺跡 (43）、大塚氏館

跡 (59) が確認されている。田野城は近世軍記物によれば、永禄三 (1560) 年、笠間一族の羽石内蔵介時政築

城によるもので、天正十三 (1585) 年に久下田城主水谷蟠龍斎正村に攻められて落城したという。城の本丸地

には廃城後の延宝四 (1676) 年、千八十三石取旗本松平定昌の出張陣屋が置かれ、長百姓が陣屋詰を命じられ

て勤めた。この田野陣屋跡 (35) には、現在も土塁と堀の一部が残る。大日陰遺跡では 1961 年の土砂崩れの

際に五輪塔が出土した。大塚氏館は付近の開発領主もしくは上層農民の屋敷と考えられる。近年まで土塁と

堀の一部が見られたというが、現在、遺構はほぼ消滅している。

　

　※遺跡の位置する益子町内の埋蔵文化財包蔵地の分布状況については、益子町教育委員会刊行『益子町遺
　跡地図』(2023 年 ) にて詳細な調査が行われているので、詳しくはそちらを参照されたい。
　　また、益子町域の歴史的環境・考古学的成果については益子町史で示されている。

【参考文献】

　阿久津　純  1976   「栃木県の地形・地質」
　進藤敏雄ほか  2000  『御霊前遺跡Ⅰ』栃木県教育委員会・財団法人栃木県文化振興事業団
　後藤信祐  2001  『御霊前遺跡Ⅱ』栃木県教育委員会・財団法人とちぎ生涯学習文化財団
　大工原豊・中村信博ほか  2017「石鏃を中心とする押圧剥離系石器群の石材別広域編年の整備」『化学研究
　費補助金　基盤研究 (C) 考古学　研究課題番号：25370894』
　津野　仁  2022  『谷津入窯跡群・カスガ入窯跡群・西山窯跡』栃木県教育委員会・公益財団法人とちぎ未
　来づくり財団
　益子町史編さん委員会  1987  『益子町史』１　考古資料編
　益子町教育委員会  2023  『益子町遺跡地図』
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C区
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　

G区
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子少量（層状に入る）、焼土・炭化物若干。
　　　　　　　　しまり非常にあり。粘性普通。
３　黒褐色土　　ローム粒子微量、KP粒子若干。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性やや欠ける。
４　暗褐色土　　KP粒子多量、ローム粒子少量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　粘性普通。

H区
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土・炭化物若干。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子・白色粒子（KPか）微量。しまりやや
　　　　　　　　欠ける。粘性ややあり。
４　黒褐色土　　しまり非常にあり。粘性あり。

Ｉ区
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物若干。しまり
　　　　　　　　あり。粘性ややあり。

J区
１　表土　　　　耕作土
２　茶褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性
　　　　　　　　ややあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量、KP粒子・焼土粒子若干。しまり
　　　　　　　　ややあり。粘性ややあり。
４　暗褐色土　　ローム主体。しまりあり。粘性あり。

M区
１　表土　　　　耕作土　
２　暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物微量。しまりあり。� �N�ɿ��

� ���N�ɿ����

第１節　基本土層

第３章　小泉分校裏遺跡

１. 基本土層
　本遺跡は、小貝川東岸、標高 31.0

～ 31.9 ｍ前後の小貝川の支流に開析

された舌状台地上に位置する。

　現況は畑地であり、調査区の最上層

は耕作による攪乱を受けている。表

土を除去すると、開墾時と想定される

削平や埋め立てが確認されている。B

区では埋め立て、C区では削平を受け

ローム面までが浅い。また、M区や H

区の一部では現況でわからなかった小

第̔図　෦ɾجຊ図ʢ"ʙ $ɾ(ɾ)ʙ +ɾ.ɾ/۠ʣ
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第３章　小泉分校裏遺跡
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89.5m

89.0m

88.5m

88.0m

87.5m

87.0m

86.5m

86.0m

85.5m

85.0m

84.5m

84.0m

漸移層上面

1
2

D区

2

1

E区

1

2
3
4

K区

1

2

L 区1
2
3
4

O区

1

2

P 区

1

2

Q区

1
2
3
4

R区

S区

1
2
3

1

2 3
4

56
KP

T 区

E区

D区

O区

T区

L区

K区

R区
S区

P区

Q区

L 区
１　暗褐色土　　ローム粒子多量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。
　　　　　　　　（表土）
２　暗褐色土　　ローム粒子やや少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。粘性欠ける。

O区
１　褐色土　　　2～ 3 ㎜のローム粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。
２　褐色土　　　2～ 3 ㎜のローム多量。しまり欠ける。粘性欠ける。
３　褐色土　　　2～ 3 ㎜のローム少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
４　明褐色土　　しまり欠ける。粘性欠ける。

P区
１　灰褐色土　　しまり欠ける。粘性欠ける。（表土）
２　暗灰褐色土　黒褐色土粒子多量、ローム粒子少量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性欠ける。

Q区
１　暗褐色土　　ローム粒子やや少量。しまりあり。粘性欠ける。（耕作土）
２　褐色土　　　ローム粒子多量、IP 粒子微量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　粘性ややあり。（耕作土）

R区
１　灰褐色土　　しまりなし。粘性なし。（耕作土）
２　灰褐色土　　しまりあり。粘性なし。
３　褐色土　　　しまりあり。粘性なし。
４　黒褐色土　　しまりややあり。粘性あり。

S区
１　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりやや欠ける。粘性ややあり。
２　暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまり欠ける。粘性ややあり。

T区
１　褐色土　　　φ1㎜のローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　　（耕作土）
２　暗褐色土　　φ2～3㎜のローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
３　褐色土　　　φ1～2㎝のロームブロック少量、2～3㎜のローム粒子微量。
　　　　　　　　しまり欠ける。粘性欠ける。
４　暗褐色土　　φ2～3㎜のローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
５　褐色土　　　明褐色土と褐色土の混合土層。しまり欠ける。粘性欠ける。
６　明褐色土　　KP粒子若干。しまり欠ける。粘性欠ける。
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K区
１　褐色土　　　ローム粒子少量、赤褐色粒子・
　　　　　　　　炭粒微量。しまりなし。
　　　　　　　　粘性なし。（表土）　
２　褐色土　　　ローム粒子少量。しまりなし。
　　　　　　　　粘性やや欠ける。
３　灰褐色粘土　乳白色粒子少量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性やや欠ける
４　暗灰色粘土　炭粒微量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　粘性あり。

� ���N�ɿ����

� �N�ɿ��

支谷が入ることが確認された。A・D・E・O・

P区は台地の平坦面上、F・G・H・L・M・N・Q・R・S・

T 区は台地の南西側の平坦面～斜面上、B・C・I・

J・T 区は北東側の平坦面～斜面上に立地する。

　本遺跡では鹿沼軽石層まで E 区では 0.7 ～

１ｍ、T 区では１ｍである。Ｃ区では表土下

層に鹿沼軽石層が確認されている。E 区での

鹿沼軽石層の厚さは 0.75 ～ 0.9 ｍである（各

区の漸移層までの深さは第 8・9図を参照）。

第̕図　ೆ෦ɾجຊ図ʢ%ɾ&ɾ,ɾ-ɾ0ʙ 5۠ʣ
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第 2節　調査の概要
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G区

A区

H区

M区

I区
B区

C区
J区

N区
F区

Aabc B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 21670.0

21700.0

21750.0

21800.0

21850.0

21900.0

21950.0

22000.0

22050.0

22100.0

46850.0

46800.0

46750.0

46700.0

46650.0

46600.0

46550.0

46500.0

46450.0

46430.0

� ���N�ɿ����

第２節　調査の概要
　

　小泉分校裏遺跡は、圃場整備により現状変更を受ける部分について、A～ T区に分けて調査を行った。一

部は水路部分の調査のため、H～M、R～ T区のように幅約２ｍの長いトレンチ状であった。

　遺構は、古墳時代中期から中～近世にかけての竪穴建物跡 141 軒、掘立柱建物跡 22 棟、柵列 3列、井戸

１基、円形有段遺構３基、方形竪穴 5基、地下式坑 7基、溝 58 条、土坑 281 基、ピット 332 基、焼土遺

構２基が確認されている。本沼大塚遺跡は塚 1基、竪穴建物跡１軒、溝２条、土坑６基、ピット７基である。

遺構配置図は第 10・11 図と南北 2つに分けている（CDに全体図収録）。

　遺物は旧石器時代から近世までの遺物が遺物収納箱 78 箱分出土しているが、主体となるのは古代の住居

跡から出土した土師器・須恵器である。旧石器時代の石器や縄文時代早期から晩期・弥生時代後期・古墳時

代前期の土器も出土している。また、土器のほか、陶磁器や鉄製品、銭貨、鉄滓なども確認されている。

　以下、旧石器～古墳時代前期の遺物と、古墳時代中期～近世までは、区毎に分けて報告する。

第 10図　খઘߍཪɾຊপେ௩Ҩஔ図ʢ１ʣ෦
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第３章　小泉分校裏遺跡
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第３節　旧石器～古墳時代前期

▲
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第３節　旧石器～古墳時代前期

　本遺跡では、他の時代に比べて少量ではあるが、旧石器から古墳時代前期の土器や石器が確認されている。

ここにまとめて掲載する。

1．旧石器時代
石器（第 12図、第 3表、図版一四四）

　１は、頁岩製のナイフ形石器で、基部側に打面のある縦長剥片を用いる。背面左側縁に礫面がみられ、ブ

ランディングは先端付近に集中する。基部の打面はそのまま残り、断面図からも分かるように剥片自体にゆ

がみが生じている。２は、斑質頁岩製を用いた彫刻刀形石器である。上面に打面のある大型の縦長剥片を素

材とし、末端に打面を設けて彫刻刀面を作出する。なお、本石器自体が削片であろう。

２．縄文時代
土器（第 14図、図版一四四・一四五）

　Ａ区から 1点、B区は２点、C区は１点、Ｄ区は３点、Ｅ区は 10点、Ｇ区は３点、H区は１点、Ｌ区は４点、

Ｍ区は１点、Ｐ区・Ｑ区から各１点、Ｒ区は６点の合計 34点が出土した。

　出土した縄文土器は早期撚糸文系から後期加曾利Ｂ式まで認められる。

　各調査区から数点の出土で、やや広く面的に調査したＥ区がやや多い。

第 12図　چੴثɾੴ࣮ثଌ図
第̏ද　چੴثɾੴ؍ثද

挿図
No. № 種別 器種 遺存状況 石材 長さ (cm) 幅 (cm) 厚さ (cm) 重量 (g) 注記名 特　徴

12 1 剥片石器
ナイフ形石器 完存 頁岩 3.1 1.6 0.6 2.1 Ｇ区 素材に小型な縦長剥片を用いる。基部に

打面をそのまま残し、左側先端付近にブ
ランティングを施す。

12 2 剥片石器
彫刻刀形石器 完存 

後世の傷あり
珪質頁岩 8.3 1.4 1.3 11.2 小泉Ｋ区 素材は断面が台形状の細身の石刃。下端

に打面を設け、彫刻刀面を作出する。ま
た、鋭利な左側縁には微細な使用痕が残
る。
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第３章　小泉分校裏遺跡
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H区 L区

M区 P区 Q区 R区

� �ᶲ�ɿ�

　10は縄文ＲＬ、11・18は縄文ＲＬが施されるもので、早期の井草式。22は縄文ＲＬが施されているもの

で、夏島式か。29は撚糸文Ｒ、23は縄文ＲＬが施されるもので、いずれも撚糸文系と推定される。

　12・21・25は前期黒浜式である。胎土に繊維が含まれる。21はＬＲ＋附加条が横方向に施される。25

は擦痕がみられる。

　19は浮島式。貝殻文が施され、内面が荒れている。

第 1�図　ೄจ࣮ثଌ図
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第３節　旧石器～古墳時代前期

　24は興津式である。爪形文と条線が施される。　

　１は前期末の可能性がある。ＬＲと結節文が施文される。

　８は緩やかな波状となる口縁の一部で、中期初頭の可能性がある。

　２・３・34は阿玉台Ⅲ～Ⅳ式である。２は口縁端部に刻みがみられる。３は突起の部分である。隆帯上に刻み、

隆帯脇に押し引き文が施される。34はＬＲ施文後、沈線と爪形文を施す。　

　５・20は中期の加曾利 E式で、５はＲＬが縦方向に施される。内面が若干荒れている。20はＲＬが縦～

斜め方向に施される。30はＲＬを縦方向に施文したのち、沈線及び低い隆帯による文様が描かれる。加曾利

ＥⅢ式か。26は加曾利ＥⅣ式と考えられる。ＬＲ及び微隆線がみられる。28・31は加曾利Ｅ式である。28

はＲＬを縦方向に施文する。31もＲＬを縦方向に施文する。

　27・33は堀之内１式か。27はＬＲを斜め方向に施した後、２本の沈線が施される。33はＬＲを横方向に

施文後、沈線を施す。４・14は堀之内２式か。４は細線上に押捺が加えられる。14は 2本の沈線間に縄文

ＬＲを充填している。６・７・９・13・15は堀之内式か。６はＲＬが横方向に施される。７はＬＲが斜め方

向に施されている。９は無節Ｒを施文する。15も無節Ｒを施文する。

　16はヘラ状工具による沈線が施されているもので、後期加曾利Ｂ式もしくは弥生の可能性がある。17は

粗いＬＲが施されるもので、加曾利 B式の可能性がある。

　１・５・18・23は胎土に砂粒を多量含む。２・26・32・34は金雲母を多く含む。

石器（第 14図、第 5表、図版一四五）

1 2

3

4

�
ʢ�ʙ�ʣ

�DN�ɿ�

�
ʢ�ʣ

��DN�ɿ�

第 1�図　ೄจɾੴ࣮ثଌ図

ロロ塁］
こ、

＜ 
l l | | 

＂ ＾ ・＾一 ｀ ‘-m~,



－ 22－

第３章　小泉分校裏遺跡

３．弥生時代
土器（第 15 ・ 16 図、図版一四五・一四六）

　Ａ区から３点、Ｂ区は 1点、Ｃ区は５点、Ｄ区は 37点、Ｅ区は 16点、Ｆ区は２点、Ｇ区は 20点、H区は１点、

Ｌ区は５点、Ｍ区は 11点、Ｒ区は 1点、その他２点の合計 104 点が出土した。台地の平坦面から斜面に多

く確認されている。特にＤ・Ｅ区での出土が顕著である。

　１は壺の口縁部で内湾する。棒状工具による縦方向の沈線、口唇部にキザミが施される。

　４は無文の口縁部で、段部に棒状工具による押捺、縄文施文後、横位の沈線が施される。

　５・10・11・47は口唇部と口縁部下端に原体が押捺されている。12・14は口縁下端部に原体が押捺され

ている。51・86は口縁部下端に原体押捺か。48は口唇部に原体押捺。87はＲＬにＬを付加した縄文を施文

した後、櫛歯状工具による横線文、その後縦方向に施文する。91は櫛歯状工具による連弧文が施文される。

13は９本歯の櫛状工具による山形文が施文されている。16は９本歯の櫛状工具による波状文が２列施文さ

れている。14・15・50・51・52・49・65・88は櫛状工具による波状文が施文されている。17は３本歯の

櫛状工具による波状文が施文されている。19は５本単位の波状文が２列以上施されている。21・92は櫛状

工具による山形文と直線文、18・66は櫛状工具による山形文が施文されている。67は４本歯の櫛状工具に

よる波状文か山形文と横線文が施文される。

　附加条１種は２・３・５・６・７・９・11・20・27～ 29・31 ～ 38・40 ～ 44・46・56・57・58・

63・64・68・70 ～ 77・81・83・86 ～ 89・92 ～ 94・96・97・101・104 である。49・100 は附加条 1

種か。

　１は、上端を打面とする不安定削片を用いる。打面部周辺を整形し、鋭利な下縁に剥離を加えて刃部とする。

　２は、上端に打面を残す縦長剥片を素材とする。下半を欠損し、両側縁には微細な使用痕がみられる。

　３は、チャート製の石鏃で、基部形状は平基である。基部・側縁共に直線的で厚みも一定し、極めて優美

な作りである。背・腹面には、研磨が確認できることから、早期後半の無文と削痕が特徴的な天矢場長に伴

出する堀込型石鏃である。

　４は、安山岩製の分銅形石斧で、上半を欠損する。背・腹面に礫面がみられることから、円礫を使用して

いることが伺える。側面には、敲打による剥離が連続する。

第̐ද　ೄจɾੴ؍ثද

挿図
No. № 種別 器種 遺存状況 石材 長さ(cm) 幅 (cm) 厚さ(cm) 重量 (g) 注記名 特　徴

13 1 剥片石器

削器 完存 ホルンフェルス 3.0 5.0 0.5 7.4 Ｅ区 
SK-106 
一括

素材は横長な薄い剥片。左右の側縁を加工し
て山形状とし、弧状を呈す刃部には細かい剥
離が施され、研磨に近い使用痕も残る。

13 2 剥片石器

削器か 器体下伴欠損 
後世の傷あり

珪質頁岩 (3.5) (3.9) 0.9 9.0 Ｇ区 
I-30･31

縦長の大型剥片。両側縁に見られる細かな剥
離は使用に伴うものである。残存部に意図的
な剥離はないが、削器とすべきであろう。

13 3 剥片石器

石鏃 完存 チャート 2.5 1.3 0.4 1.0 Ｐ区 
SI-36

器体形状は、側縁・基部共に直線的な二等辺
三角形。周縁から器体中央部まで連続的に剥
離が入り、断面はレンズ状となる。器体下半
の背・腹面の稜線を中心に研磨が施される。
早期の天矢場式土器に伴う堀込式石鏃である。

13 4 打製石器

分銅形 
石斧

一部欠損 安山岩 9.7 8.3 3.1 267.08 R 区 
北

表裏面に自然面あり。扁平な楕円状の河原石
を素材。表面には被熱あり、スス付着。一部
の剥離は被熱によるハジケか。刃部は丸みを
帯び、鋭利さはない。くびれ部には敲打によ
るつぶしあり。
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第３節　旧石器～古墳時代前期
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第３章　小泉分校裏遺跡
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第３節　旧石器～古墳時代前期

　３・30・31・32・33・46・57・67・80・94・104 はＲＬにＬを附加している。49・71・75・93・104

はＲＬにＲを附加している。３・59・63・はＬＲにＬを附加している。５・42・43・92は軸縄（不明）に

Ｌが付加されている。68・77・78・79・86は軸縄（不明）にＲが附加されている。41・56はＲＬにＬを

付加していると推測される。

　44・81・98 はＬＲにＲとＲＬにＬを附加した原体を羽状に施文する。45はＬＲの原体を羽状に施文する。

70・76はＬＲにＲを附加した原体を羽状に施文する。97はＬＲにＲとＲＬにＬを附加したと想定される原

体を羽状に施文する。99は軸縄（不明）にＲが附加されている。原体を羽状に施文する。101 は軸縄（不明）

にＲとＬを羽状に施文する。

　附加条 2種は 8・80・82・84・95・100 で、80・82は原体不明だが、羽状に施文されている。84はＬ

ＲにＬとＲＬにＲが格子状に施文される。95はＬＲにＲを附加した原体とＲの原体を網目状に施文する。

　その他、12はＲを横方向に施文している。69・102 はＬＲか 0段多条が施文される。

　90は 0段多条かＲＬにＬを附加していると考えられる。

　８・10・22・23・25・54・61・62 はＬＲ、26・60はＲＬが施文されている。25は外面にススが付着する。

　85の底部は縦方向のヘラナデが施される。底部は無文である。

　103 はヘラ状工具による縦方向の直線文の中を格子状に施文している。

　２・80・92は器面がやや荒れている。

　12・19・30・36・88 は砂粒が胎土に多量に含まれる。

　８・６・62・64・104 は底部に木葉痕が残る。

　出土した土器はほとんどが後期の二軒屋式がほとんどであり、十王台式も少量（8・80・82・84・95・

100）混入している。

４．古墳時代前期
土器（第 16図、　図版一四六）

　M区で１点出土している。

　105 の口唇部にはハケ目状工具によるキザミが、胴部も同じ工具によるハケ目が施されている。頸部付近

は炭化物が付着している。付近から同時期の遺構は見つかっていない。

　他の調査区でも当該期の遺物は確認されていない。
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第４節　Ａ区

　Ａ区は小泉分校裏遺跡の北の端、台地上から緩やかに北西に下がる斜面に位置する。Ｈ区とは約 8ｍ離れ

ている。北側の水田との比高差は約８ｍである。竪穴建物跡 4軒、柵列 1列、溝 3条、土坑 21基、ピット
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94 基が確認されている。カマドの確認された住居跡は２軒で、いずれも北カマドである。

１　竪穴建物跡

　４軒の竪穴建物跡の主軸方向はほぼ同じである。調査区の中央に散在している。

Ａ区 SI- １（第 18・19 図、第 5・6 表、図版二 ・ 一一二）　

　Ґஔ　調査区中央南部にあたるＪ -1・2、Ｋ -1・2グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　方形で、東西ن 3.6 ｍ、南北 3.5 ｍ、面積 12.6 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分が高さ 30㎝ほどで、

床面から垂直に立ち上がる。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　෴　４層に分層した。このうち１層とした暗灰褐

色土が竪穴全体を覆い、２・３層は壁際にのみ堆積する。４層はカマド由来の土とみられる。　চ໘　貼床

などは認められず、地山であるローム層を床面としている。なおカマド前面には踏み締まりとみられる硬化

面が認められた。西壁と東壁北側には幅 10～ 30㎝、深さ５㎝ほどの壁溝が巡る。　ப݀　４基確認した。

P1 は北西隅に位置しており、長軸 70㎝、短軸 40 ㎝、深さ 18 ㎝である。P2 は北東隅に位置しており、長

軸 50 ㎝、短軸 35 ㎝、深さは 10 ㎝未満である。P3 は東壁中央に接しており、長軸 50 ㎝、短軸 35 ㎝、深

第 18図　"۠�4*�1 Ҩ࣮ߏଌ図

第̑ද　"۠୦݀ݐܭଌද

遺構番号 位置 主軸方向 形状 東西 
（m）

南北 
（m）

深さ 
（m） ピット 炉 カマド 貯蔵穴 壁溝 間仕 

切溝
出土 
遺物 重複関係

SI-1 J･K-1･2 N-15° -E 方形 3.60 3.50 0.30 4 無 有 無 有 無 有

SI-2 I-2 N-20° -E 方形 3.30 3.00 0.40 2 無 有 無 無 無 有

SI-3 I-0 N-20° -E 方形か [1.30] [2.20] 0.50 無 無 無 無 有 無 有

SI-4 G-4 N-0° 方形か [1.10] [2.80] 0.60 無 無 無 無 有 無 有 SK-131 より新I |I  I|I  I|I  I|I I|I I 

： 口 1こ： ロロ ］ 
二／―~--
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Ａ区 SI- ２（第 20･21 図、第 5･7 表、図版二 ・ 三 ・ 一一二）

　Ґஔ　調査区中央西側にあたるＩ - ２グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西

にわずかに長い方形で、東西 3.3 ｍ、南北 3.0 ｍ、面積 9.9 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分が 40㎝ほど

で、床面からほぼ垂直に立ち上がる。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴　４層に分層した。レンズ状の堆積状

態を示しており、自然堆積とみられる。　চ໘　貼床は認められず、ローム層を床面としており、平坦に作

られている。　ப݀　２基確認した。P1は北西壁中央部に近接しており、直径 55㎝、深さ 15㎝である。

具体的な機能は不明である。P2 は南西壁中央に近接しており、直径 50㎝、深さ 14 ㎝である。位置的に入

口施設の可能性がある。　ΧϚυ　北東壁中央に位置する。粘質土を積んで構築された両袖と燃焼部および

煙道が確認された。袖は灰褐色系の粘土を積んで構築されており幅 40㎝、竪穴壁からの長さ 60㎝、両袖間

の幅 40㎝である。袖の先端には焚口天井の構築材とみられる粘土塊が確認された。また左袖の内側には土師

さ 10㎝未満である。P4は南壁中央に隣接している。長軸 70㎝、短軸 30㎝、深さ 10㎝である。いずれも

小形で浅いという特徴が共通しているが、具体的な機能は不明である。　ΧϚυ　北壁中央に位置する。粘

質土を積んで構築された両袖とそれに挟まれた燃焼部が確認された。袖は幅 20㎝竪穴壁からの長さ 70㎝、

両袖間の幅 40㎝である。燃焼部側は焼土化している。覆土は流入土（１・４～５層）、天井崩落土（２・３・６・

７層）、カマド構築土（８～ 10層）、掘方埋土（11層）などからなる。　ग़Ҩ　西壁付近から須恵器な

どがまとまって出土した。いずれも床面から 10㎝ほど浮いた覆土中からの出土であり、竪穴埋没過程におい

て廃棄または流入したものと思われる。須恵器坏１点、高台付坏１点、石１点を図示した。１の底部は摩耗

している。３はチャートである。このほかに土師器坏１点6.57ｇ、甕11点235.09ｇ、須恵器坏５点29.07ｇ、

蓋１点 7.31 ｇ、陶器甕 1点、18.88 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀第１四半期。

第 1�図　"۠�4*�1 ग़Ҩ࣮ଌ図

第̒ද　"۠ 4*�1 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

19 1 須恵器 
坏

口径　15.0 
底径　8.8 
器高　4.9

外面 5Y4/2 
灰オリーブ 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒・礫少量 良好 底部 摩耗 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部一
部欠損

床上約
10㎝

A区 SI-1 
No.2・3・5・
6

益子産

19 2 須恵器 
高台付坏

口径　15.0 
底径　9.6 
器高　5.6

外面 5Y4/1 
灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ
高台貼付

体部 1/4
欠損、底
部完存

床面直
上

A区 SI-1 
No.1

益子産

19 3 石
（用途不明）

長　5.0 
幅　4.1 
厚　2.6 
重　98.80

チャート 完存 床上約
10㎝

A区 SI-1 
No.4

ニ／ロロロg
ロ
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P1

P2

カマド カマド掘方

1
2

3 3

粘土塊

A A'

B
B'

CC
C'

DD
D'

E E'

F
F'

E E'

F
F'

A A'

B
B'

1 2
3

カ
マ
ド

C C'P1

4

D D'P2

5

F
F'

1

2
3

4
5 6

E E'

1

2

7

8
9 79

8

4
3

6

2

1

1 23

46

1

2

3
4
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4*��
̍　փ৭　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭ཻগྔɺϩʔϜϒϩοΫɾࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̎
̏　୶փ৭　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠ ·Γ͚ܽΔɻ
ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̐
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̑

4*��　ΧϚυ
̍　໌փ৭೪࣭　ϩʔϜཻࢠɾന৭ཻࢠগྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻʢԎಓఱҪʣ
̎　໌৭　　　೪ཻࢠଟྔɺমཻࢠগྔɺࠇ৭ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　　�ʢྲྀೖʣ
̏　փ৭೪　　　মཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻʢఱҪ่མʣ
̐　҉৭　　　মଟྔɺ৭গྔɺϩʔϜཻࢠඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪ่མʣ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣࢠɾমཻࢠগྔɺന৭ཻࢠ৭　　　　ϩʔϜཻ҉　̑
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢԎಓ่མʣࢠଟྔɺന৭ཻࢠ৭　　　　ϩʔϜཻ໌　̒
̓　փ৭೪　　　৭ϒϩοΫগྔɺന৭ཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
̔　໌փ৭೪　　ന৭ཻࢠଟྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
̕　৭೪　　　মओମɻന৭ཻࢠଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻʢକଆমԽൣғʣ

� �N�ɿ��
-������N

� �N�ɿ��
-������N

器甕の破片が張り付けられていた。カマドの覆土は９層に分層した。このうち２・５層が廃絶後の流入土、４・

６層が崩落土、１・７～９層が煙道や袖の構築土である。　ग़Ҩ　カマド前面の床面および覆土からま

とまって出土している。土師器の甕は破片の状態であり、接合しても完形の状態にはならない事から、カマ

ドの構築材の一部として用いられたものとみられる。また須恵器坏の一部は伏せた状態で置かれていた。土

師器甕２点、須恵器坏３点、高台付坏１点を図示した。３は片口。このほかに土師器甕 12 点 70.66 ｇ、須

恵器坏 11点 142.61 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀第１四半期。

第 20図　"۠�4*�2 Ҩ࣮ߏଌ図
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第 21図　"۠�4*�2 ग़Ҩ࣮ଌ図

第̓ද　"۠ 4*�2 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

21 1 須恵器 
坏

口径　14.1 
底径　8.8 
器高　4.1

外面 10YR4/1 
黄灰 
内面 7.5YR7/1 
明褐灰

砂粒・礫少量 良好 内外面 底部付
近摩耗
底部 ヘラの痕
跡顕著

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

完形 床上約
16㎝

A区 SI-3 
No.10

益子産

21 2 須恵器 
坏

口径　13.8 
底径　7.8 
器高　5.3

外面 2.5Y4/1 
暗灰黃 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒少量、礫
微量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

ほぼ完形 床上約
20㎝

A区 SI-2 
No.7

益子産

21 3 須恵器 
坏

口径　12.8 
底径　7.4 
器高　4.4

外面 5Y4/1 
灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、礫
微量

良好 刻書あり ロクロ目顕著 
丁寧にナデ消されている 
底部 ヘラ切り後回転ナデ 
片口

完形 床面直
上

A区 SI-2 
No.4

益子産

21 4 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.2 
器高［２.4］

外面 5YR3/1 
黒褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒少量、礫
微量

良好 自然釉付着 底部ヘラ切り後回転ナデ
高台貼付

底部ほぼ
完形

床面直
上

A区 SI-2 
No.3

益子産

21 5 土師器 
甕

口径　- 
底径　7.6 
器高［20.6］

外面 5YR4/2 
灰褐 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒・礫・赤
色粒子多量

良好 底部木葉痕 
外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

胴部 1/2
残存、底
部完存

覆土中 A区 SI-2 
カマド・カ
マド左袖・
カマド一括・ 
A 区 SI-3

21 6 土師器 
甕

口径　22.2 
底径　- 
器高［26.7］

外面 5YR4/3 
にぶい赤褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒少量、赤
色粒子・黒色
粒子微量

良好 外面 口縁部ヨコナデ
胴部 タテ方向のヘラケズリ 
内面 口縁部ヨコナデ
胴部 ナデ

口縁～胴
部残存

床面直
上

A区 SI-2 
No.5・6・8
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1 2

3 4

調
査
区
外

SI-3

C C'

A

A'

B
B'

1

2

3
4

2
3

1

2 3

1調
査
区
外

調 査 区 外

4

4

A'A

B
B'

C C'
3 1

4

2

SI-3
１　表土　
２　暗灰褐色土　ローム粒子やや少量、ロームブロック少量。しまりやや欠ける。
３　黒褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロックやや少量、炭化物粒子微量。
　　　　　　　　しまりあり。
４　灰褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや少量。しまりやや欠ける。

0 2m1：80
L=78.20m

0 10cm1：4

Ａ区 SI- ３（第 22図、第 5・8 表、図版三 ・ 一一二）　

　Ґஔ　調査区北部にあたる I- ０グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　نɾܗঢ়　遺構の大半が調

査区外のため詳細は不明だが、方形を基調とした竪穴建物の南東隅部分とみられる。確認された範囲で東西1.3

ｍ以上、南北 2.2 ｍ以上である。壁は遺存状況の良い部分が 50㎝ほどで、垂直に立ち上がる。　ओ࣠ํ　

Ｎ -20° - Ｅ　෴　３層に分層した。２・３層は竪穴部に堆積する土で、床面を覆う３層はロームブロック

を多く含み、しまりが強い。３層は壁溝に堆積する土である。　চ໘　貼床は認められず、ローム層を床面

としている。全体的に踏み締まりによるとみられる硬化面が形成されており、若干の凹凸が認められる。壁

に沿って幅 15㎝、深さ 10㎝ほどの壁溝が巡る。　ப݀　確認できなかった。　ΧϚυ　確認されていな

い。　ग़Ҩ　須恵器坏が４点出土している。このうち床面から出土した須恵器坏は、１点を伏せ置きし、

その上に正位で２点重ね置きするという特異な出土状態を示している。このほか、壁溝の覆土上面に１点正

位で置かれた須恵器坏が認められた。須恵器坏４点を図示した。１は口縁部が、使用時に欠けたと考えられる。

４は口縁部に歪みがあり、一部を故意にうち欠いている。このほかに土師器甕１点15.75ｇ、須恵器坏１点3.76

ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀第１四半期。

第 22図　"۠�4*�� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

第̔ද　"۠ 4*�� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

22 1 須恵器 
坏

口径　14.2 
底径　8.5 
器高　4.3

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 口縁部 一部欠
けている

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

完形 覆土中 A区 SI-3 
No.2

益子産

22 2 須恵器 
坏

口径　13.7 
底径　7.5 
器高　4.4

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ヘラケズリ 
底部下端 回転ヘラケズリ

完形 床面より
約 12㎝

A区 SI-3 
No.4

益子産

22 3 須恵器 
坏

口径　14.5 
底径　8.8 
器高　4.1

外面 5Y4/1 
灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、礫
微量

良好 底部 ヘラ切り後回転ナデ 口縁～体
部 3/8 残
存、底部
一部欠損

覆土中 A区 SI-3 
No.1

益子産

22 4 須恵器 
坏

口径（14.3） 
底径　8.0 
器高　4.3

外面 5Y4/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒少量、礫
微量

良好 口縁部 故意に
うち欠くか
口縁部歪みあ
り

ロクロ目顕著 
底部 糸切り

口縁部
1/3 欠
損、体部
1/4 欠損

覆土中 A区 SI-3 
No.3

益子産
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1

SI-4

SK-131

調査区外
A A'

B

B'

A A'

B
B'

SK
-

13
1

SI
-4

1

2
3

4
6

1 2
4 5

調
査
区
外

調 査 区 外

4*��
গྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
̎　҉փ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
গྔɻ͠·Γ͋ΓɻࢠɾϩʔϜϒϩοΫɾԽཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̏
̐　փ৭　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ
̑　୶փ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭ཻଟྔɺࢠ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻ҉　̒

� �N�ɿ��
-������N

� ��DN�ɿ�

Ａ区 SI- ４（第 23図、第 5･9 表、図版三 ･四）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＧ - ４グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-131 と重複し、本遺構が新しい。

ঢ়　遺構の大半が調査区外のため規模などの詳細は不明であるが、方形を基調とした竪穴建物跡ܗɾن　

の南東隅部分とみられる。確認できた範囲で東西 1.1 ｍ以上、南北 2.8 ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分が

60㎝ほどで、急斜度で立ち上がる。　෴　６層に分層した。１～４・６層は竪穴部に堆積する土で、全体

的にロームブロックを多く含んでいる。限られた範囲での観察であるが堆積状況からいずれも流入土とみら

れる。５層は壁溝に堆積する淡灰褐色土である。　চ໘　貼床は認められず、掘方底面にあたるローム層を

そのまま床面としている。全体的に硬化しており若干の凹凸が認められる。壁に沿って幅 10㎝、深さ 10㎝

ほどの壁溝が巡る。　ப݀　確認できなかった。　ΧϚυ　確認されていない。ग़Ҩ　（床面付近の覆

土中から平面図にある土師器の破片が出土している。土器の出土量は多くない。）　土師器坏１点を図示した。

内外面とも漆仕上げが施される。このほかに土師器坏１点 7.6 ｇ、甕８点 104.57 ｇが出土している。　ظ࣌

　７世紀前葉。

２　柵列

　　柵列とみられるピット群が１列、調査区の中央に台地の傾斜に対し、垂直に確認されている。

Ａ区 SA- ８（第 24図、第 10表）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＩ - ０、Ｊ・Ｋ - １グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　９基の柱穴が約ن 18 ｍの長さで、東西方向にほぼ直線的に並んでいる。柱穴の平面形は円形あるいは

楕円形、長軸で 16 ～ 22 ㎝ほどで、深さは８～ 30 ㎝、柱間距離は P1-P2 間約 0.3 ｍ、P2-P3 間約 2.9 ｍ、

P3-P4 間約 1.8 ｍ、P4-P5 間約 2.08 ｍ、P5-P6 間約 1.95 ｍ、P6-P7 間約 3.6 ｍ、P7-P8 間約 2.0 ｍ、P8-P9

間約 1.05 ｍである。　ओ࣠ํ　Ｎ -70° - Ｗ　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　間尺から中近世か。

第 2�図　"۠�4*�� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 備考

23 1 土師器 
坏

口径（12.0） 
底径　- 
器高　3.3

外面 7.5YR3/1 
黒褐 
内面 7.5Y3/3 
暗褐

砂粒少量、赤
色粒子微量

良好 口縁～体部内外
面 漆仕上げ

口縁部は「く」の字状に
内傾する

口縁～体部
一部残存

覆土中 A区 SI-4

ーロ
ーロ 一 ぶ
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遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 

（m）
短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物
SA-8 P1 S8P6 I-0 - 円形 0.20 0.20 0.08 U 字状 無
SA-8 P2 S8P5 I-0 - 円形 0.22 0.20 0.24 U 字状 無
SA-8 P3 S8P4 J-1 - 円形 0.16 0.14 0.10 U 字状 無
SA-8 P4 S8P3 J-1 - 円形 0.22 0.20 0.16 U 字状 無
SA-8 P5 S8P2 J-1 N-5° -W 楕円形 0.18 0.12 0.06 U 字状 無
SA-8 P6 S8P1 J-1 N-10° -E 楕円形 0.22 0.14 0.08 U 字状 無
SA-8 P7 S12 K-1 - 円形 0.18 0.18 0.30 U 字状 無
SA-8 P8 S8P7 K-1 N-43° -W 楕円形 0.30 0.23 0.48 逆台形 無
SA-8 P9 S58 K-1 N-25° -E 不整円形 0.36 0.27 0.12 U 字状 無

↑
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◎
_
 

_』J_

｀
し
。
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３　溝　　　３条の溝が確認されている。SD-29・91 は調査区の中央に台地の傾斜に対し垂直、SD-20 は

緩やかに曲がって確認されている。

Ａ区 SD-20（第 25図、第 11表、図版四）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＨ - ３・４グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北

方向に２ｍ以上延びている。北端は緩やかに立ち上がっている。幅は 50～ 60 ㎝、深さは 15㎝前後である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴　不明。　ఈ໘　ローム層中に作られている。やや凹凸が目立つが丸みを帯

び、壁は底面から緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SD-29（第 25図、第 11・12 表、図版四・一一二）

　Ґஔ　調査区南東部のＧ - ３・４、Ｈ -4 グリッド位置する。　ॏෳؔ　SK-30・53 と重複しており、本

遺構が最も新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西 - 南東方向に直線的に 8.2m以上延びているとみられる。　ओ࣠

Ｎ　ํ -30° - Ｗ　෴　覆土は上部を覆う明灰褐色土と底面～壁を覆う黒褐色土の２層である。　ఈ໘　

ローム層中に作られ、丸みを帯びている。溝に直行する溝状の掘り込みが 3か所で確認された。壁は緩やか

な立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　手捏ね土器１点、須恵器の甕 2点を図示した。このほかに土師器甕 27点

328.31 ｇ、須恵器坏４点 35.3 ｇ、蓋３点 21.78 ｇ、甕 16点 674.83 ｇ、陶器３点 12.61 ｇが出土している。

。不明　ظ࣌　

Ａ区 SD-91（第 25図、第 11･12 表、図版四）

　Ґஔ　調査区北東端にあたるM・Ｎ - ０グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北

西 - 南東方向に直線的に 6.7 ｍ以上延びている。幅は 40 ～ 50 ㎝、深さは８～ 15 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ

Ｎ　 -65° - Ｗ　෴　不明。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっているが、北西端にはピッ

ト状の掘り込みが確認された。断面形が逆台形となり、壁の立ち上がりは緩やかである。　ग़Ҩ　須恵

器坏１点を図示した。このほかに須恵器坏１点 4.38 ｇ、甕１点 38.55 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

第 11ද　"۠ܭߔଌද

第 12ද　"۠ 4%�2�ɾ�1 ग़Ҩ؍ද

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m）

幅 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SD-20 SD20 H-3･4 N-20° -E 緩い弧状か [2.00] 0.50 ～ 0.60 0.15 U 字状 無

SD-29 SD29 G-3･4 
H-4 N-30° -W 直線状 [8.22] 0.18 ～ 0.51 0.04 ～ 0.10 U 字状 有 SK-30・53 より新

SD-91 SD91 M･N-0 N-65° -W 直線状 [6.70] 0.40 ～ 0.50 0.08 ～ 0.15 逆台形 有

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

25 1 土師器 
手捏ね

口径　3.8 
底径　2.5 
器高　2.6

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒微量 良好 外面 指オサエ ほぼ完形 覆土中 A区 SD-29 
杭北

25 2 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.4］

外面 2.5Y6/3 
にぶい黄 
内面 10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒少量 良好 口縁部 ロクロナデ 
内面 ナデ
外面 櫛描波状文と横位
沈線

口縁部一
部残存

覆土中 A区 SD-29 
杭南

益子産

25 3 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.4］

2.5Y4/1 
黃灰

砂粒・黒色粒
子微量

良好 内面 自然釉付
着

胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

胴部一部
残存

覆土中 A区 SD-29 
南

益子産

25 4 須恵器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［1.2］

外面 2.5Y5/1 
黃灰 
内面 5Y5/2 
灰オリーブ

砂粒微量 良好 底部 糸切り 底部一部
残存

覆土中 A区 SD-91 益子産
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４　土坑

　　調査区の中央部の台地上と南部の台地の落ち際に集中している。21基が確認された。

Ａ区 SK- ７（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＪ‐１グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方

向に長い不整な方形で、長軸 70㎝、短軸 55㎝、深さ 10㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｗ　෴　１層

のみで、地山由来のロームブロックを多く含む暗灰褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られて

おり、やや凹凸が目立つ。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-10（第 26図、第 13表）

　位置　調査区北部にあたるＪ - ０グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に

長い楕円形で、長軸 130 ㎝、短軸 95㎝、深さ 30㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -70° - Ｅ　෴　中央部分に

堆積する暗灰褐色土と、周縁部に堆積する灰褐色土の２層に分層した。　ఈ໘　ローム層中に作られており、

非常に凹凸が目立つ。壁は急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　図示していないが土師器甕１点 3.42 ｇが出土

している。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-14（第 26図、第 13表、図版四）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＪ - １グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向

に長い隅丸長方形で、長軸 135 ㎝、短軸 40㎝、深さ５㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴　地

山由来のローム粒子やロームブロックを少量含む黒褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られて

おり、底面は凹凸が認められる。壁は非常に緩やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　出土していない。　

。不明　ظ࣌

第 1�ද　"۠ܭଌද

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-7 S7 J-1 N-10° -W 不整方形 0.70 0.55 0.10 皿状 無

SK-10 S10 J-0 N-70° -E 楕円形 1.30 0.95 0.30 鍋底状 有

SK-14 S14 J-1 N-20° -E 隅丸長方形 1.35 0.40 0.05 逆台形 無

SK-16 S16 G·H-3 N-10° -E 隅丸長方形 2.50 1.00 0.14 逆台形 有 SK-17 より古

SK-17 S17 G·H-3 N-20° -E 楕円形 1.27 0.67 0.33 鍋底状 有 SK-16 より新

SK-28 S28 H-3 N-25° -W 楕円形 1.23 1.08 0.55 鍋底状 有

SK-30 - H-4 不明 不整方形か [1.00] 1.20 0.20 皿状 無 SD-29 より古

SK-32 S32 H-3 N-30° -W 楕円形 0.63 0.45 0.11 U 字状 無 P-33 より古

SK-36 P36 I-3 N-20° -E 楕円形 [0.80] [0.70] 0.20 皿状 有

SK-41 S41 I-3 N-50° -W 楕円形 1.10 [0.70] 0.20 鍋底状 無 SK-42 より古

SK-42 S42 I-3 N-50° -W 楕円形 0.65 0.55 0.28 鍋底状 無 SK-41 より新

SK-43 S43 H-3 N-30° -W 長楕円形 0.99 0.61 0.19 逆凸形 無

SK-48 S48 J-0 N-0° 隅丸方形 [0.85] 0.50 0.30 U 字状 無

SK-49 S49 H-3 不明 楕円形か 0.80 [0.55] 0.74 U 字状 有 SK-50 より新

SK-50 S50 H-3 不明 楕円形か [0.35] [0.18] 0.50 U 字状 無 SK-49 より古

SK-52 S52 G-3 N-85° -E 楕円形 0.95 0.80 0.13 U 字状 無

SK-53 S53 G-･H-3･4 N-35° -W 楕円形か 1.45 [0.80] 0.18 逆台形 無 SD-29 より古

SK-64 S64 H-3 - 円形 0.60 0.55 0.12 逆凸形 無

SK-67 S67 J-1 N-25° -W 楕円形 0.61 0.52 0.15 U 字状 無

SK-95 S95 L-1 N-80° -W 楕円形 0.85 0.78 0.28 U 字状 無

SK-131 - G-4 不明 円形か [0.24] [0.20] 0.12 U 字状 無 SI-4 より古
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Ａ区 SK-16（第 26図、第 13表、図版四）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＧ・Ｈ - ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-17 と重複しており、本遺構

が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に長い隅丸長方形で、南北 250 ㎝、東西 100 ㎝、深さ 14 ㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　෴　地山由来のローム粒子を含む黒褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層

中に作られており、平坦となっている。壁は底面より緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示していないが、

土師器甕１点 3.03 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-17（第 26図、第 13表、図版四）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる G・H- ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-16 と重複しており、本遺構

が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に長い楕円形である。長軸 127 ㎝、短軸 67㎝、深さ 33㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴　上部中央に堆積する暗灰褐色土と、底面を覆う灰褐色土の２層を確認した。

　ఈ໘　ローム層中に作られている。全体的に底面はやや丸みを帯び、壁は緩やかな立ち上がりを示す。中

央部分が１段深く掘り込まれている。　ग़Ҩ　図示していないが、土師器甕１点 4.16 ｇが出土している。

。不明　ظ࣌　

Ａ区 SK-28（第 26・27 図、第 13・14 表、図版四）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＨ - ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東－

南西方向に主軸をもつ楕円形で、長軸 123 ㎝、短軸 108 ㎝、深さ 55 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -25° - Ｗ

　෴　上面を覆う暗灰褐色土と、底面を覆う黒褐色土の２層である。　ఈ໘　ローム層中に作られており、

平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　須恵器甕の胴部片１点を図示した。このほか

に須恵器甕１点 16.24 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-30（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＨ - ４グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-29 と重複しており、本遺構が古

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が SD-29 によって破壊されているため詳細は不明であるが、長軸 1.0m以上、

短軸 1.2mのおそらく不整な方形を呈する土坑の隅部分とみられる。　ओ࣠ํ　不明。　෴　不明。　ఈ

໘　ローム層中に作られており、幅狭く丸みを帯びている。壁は緩やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　

出土していない。　ظ࣌　不明。　

Ａ区 SK-32（第 26図、第 13表、図版四）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＨ-３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　P-33と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に長い楕円形とみられ、長軸 63㎝、短軸 45㎝、深さ 11㎝である。　ओ࣠ํ

Ｎ　 -30° - Ｗ　෴　不明。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや丸みを帯び、細かな凹凸が目立つ。

壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-36（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＩ - ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南半が調

査区外であるが、南北方向に長い楕円形とみられる。確認できた範囲で長軸 80㎝以上、短軸 70㎝以上、深
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さ 20㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴　上部を覆う黒褐色土と底面を覆う暗褐色土の２層を確認

した。　ఈ໘　平坦となっており、壁は底面より緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示していないが、須

恵器壺１点 7.75 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

Ａ区 SK-41（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＩ - ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-42 と重複しており、本遺構が古

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南側を SK-42 に切られているが、北東－南西方向に長い楕円形である。長軸 110 ㎝、

短軸70㎝以上、深さ20㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ-50°-Ｗ　෴　黒褐色土と暗灰褐色土の２層を確認した。

　ఈ໘　ローム層中に作られており部分的に段を有する。壁は比較的急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　出

土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-42（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる I- ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-41 と重複しており、本遺構が新

しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東－南西方向に長い楕円形である。長軸 65㎝、短軸 55㎝、深さ 28㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -50° - Ｗ　෴　黒色土および暗褐色土の２層である。重複する SK-42 の覆土と近似する。

　ఈ໘　ローム層中に作られている。段を有し丸みを帯びている。壁は比較的急斜度で立ち上がる。　ग़

Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-43（第 26図、第 13表、図版五）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＨ - ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向

に長い楕円形で、長軸 99㎝、短軸 61㎝、深さ 19㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｗ　෴　不明。　ఈ

໘　ローム層中に作られており、丸みを帯び、中央部分が１段掘り下げられている。壁は緩やかに立ち上がる。

　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-48（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区北部にあたるＪ - ０グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北側が調査

区外に延びているが、南北方向に長い隅丸方形とみられる。長軸 85㎝以上、短軸 50㎝、深さ 30㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -0°　෴　確認できた範囲で４層に分層した。全体的に地山由来の土塊が多く含まれてお

り人為的な埋め戻しの可能性がある。　ఈ໘　ローム層中に作られており、南端が１段深く掘り込まれ、北

側ほど浅くなっている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-49・50（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるH- ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-49 が SK-50 より新しい。　ฏ

໘ܗঢ়ɾن　SK-49 は攪乱によって北側の大部分が破壊されているが、南北方向に主軸をもつ楕円形の土

坑とみられる。長軸 80㎝、短軸 55㎝以上、深さ 74㎝である。SK-50 は SK-49 の南側で確認された。大部

分が SK-49 と重複しており詳細は不明であるが、楕円形の土坑とみられ、確認された範囲で長軸 35㎝以上、

短軸 18㎝以上、深さ 50㎝ほどである。　ओ࣠ํ　不明。　෴　不明。　ఈ໘　ローム層中に作られて

おり、丸みを帯び、壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　図示していないが、土師器坏１点 2.05 ｇが出
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土している。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-52（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＧ - ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

にわずかに長い楕円形である。長軸 95㎝、短軸 80㎝、深さ 13㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -85° - Ｅ　෴

　不明。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや丸みを帯びているが凹凸が著しい。壁は緩やかに立ち上

がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-53（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＧ・Ｈ - ３・４グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-29 と重複しており、本

遺構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南西側を SD-29 によって破壊されているが、南北方向に主軸を持つ楕円形

の土坑とみられる。長軸 145㎝、短軸 80㎝以上、深さ 18㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -35° - Ｗ　෴　不明。

　ఈ໘　ローム層中につくられており、比較的丸みを帯びている。壁は緩やかな立ち上がりを示す。　ग़

Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-64（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＨ - ３グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　 ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方

向にわずかに長い円形で、直径約 60㎝、深さ 12㎝である。　෴　不明。　ఈ໘　ローム層中に作られ南

東部分は１段深く掘り込まれるが、おおむね平坦となっている。壁は比較的急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ

　出土していない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-67（第 26図、第 13表）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＪ - １グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方

向に長い楕円形で、長軸 61㎝、短軸 52㎝、深さ 15㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -25° - Ｗ　෴　不明。　

ఈ໘　ローム層中に作られており、丸みを帯びる。壁はＵ字状に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。

。不明　ظ࣌　

Ａ区 SK-95（第 27図、第 13表、図版五）

　Ґஔ　調査区東部にあたるＬ - １グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向が

わずかに長い楕円形で、長軸 85㎝、短軸 78㎝、深さ 28㎝である。ओ࣠ํ　Ｎ -80° - Ｗ　෴　不明。

　ఈ໘　ローム層中に作られており丸みを帯びる。壁は底面から緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土し

ていない。　ظ࣌　不明。

Ａ区 SK-131（第 27図、第 13表）

　Ґஔ　調査区西部にあたるＧ - ４グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-4 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　形

状は円形か、遺存する部分で長軸 24㎝以上、短軸 20㎝以上、深さ 12㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴

　1層で、自然堆積と考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており丸みを帯びる。壁は底面から緩やか

に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。
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SK-28 出土遺物
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５　ピット

　ピットは調査区の中央部に集中して確認されている。いくつか直線状に並ぶものや、まとまって確認され

るものもあるが、建物跡や柵列か判別できなかった。深さもほとんどが約 10から 30㎝ほどと浅い。計測表

にまとめる。

第 2�図　�" ۠�4,���ɾ1�1 Ҩߏɾ4,�28 ग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�ද　"۠ 4,�28 ग़Ҩ؍ද
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

27 1 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.4］

10YR4/2 
灰黄褐

砂粒・白雲母
少量

やや 
不良

胴部外面 平行タタキ 
内面 無文当具痕

胴部一部
残存

覆土中 A区 S-28 新治産

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

P-5 S56 I･J-0 - 円形 0.22 0.20 0.25 U 字状 無 P6より新

P-6 S56 I･J-0 - 円形 0.20 0.20 0.15 U 字状 無 P5より古

P-9 S9 J-1 - 円形 0.40 0.36 0.90 箱形 無

P-11 S11 J-0 - 円形 0.20 0.20 0.20 U 字状 無

P-13 S13 J-0 N-58° -W 不整円形 0.55 0.25 0.35 段有 無

P-15 S15 J-2 N-68° -W 楕円形 0.70 0.40 0.17 - 無

P-19 S19 J-2 N-55° -E 楕円形 0.57 0.41 0.12 - 無

P-21 S21 K-1 - 円形 0.50 0.50 0.18 - 無

P-22 S22 K-0 N-0° 楕円形 0.60 0.55 0.12 - 無

P-24 S24 K-0 - 円形 0.45 0.45 0.09 - 無

P-25 S25 I-1 N-67° -W 楕円形 0.32 0.22 0.25 - 無

P-26 S26 I-0 - 円形 0.15 0.15 0.17 - 無

P-27 S27 J-0 - 円形 0.15 0.15 0.06 - 無

P-31 S31 G-3 - 円形 0.20 0.20 0.07 - 無

P-33 S33 H-3 N-68° -W 楕円形 0.30 0.25 0.09 - 無 SK-32 より新

P-34 S34 J-0 - 円形 0.22 0.20 0.23 - 無

P-35 S35 J-1 - 円形 0.20 0.20 0.18 - 無

P-37 S37 H-3 N-58° -E 楕円形 0.35 [0.15] 0.16 - 無

P-39 S38 J-0 - 円形 0.30 0.30 0.20 - 無

P-40 S40 H-3 - 方形 0.35 0.32 0.07 - 無

P-44 S44 H-3 N-37° -E 長方形 0.54 0.41 0.16 - 無

P-45 S45 I-3 N-46° -W 楕円形 0.60 0.45 0.30 U 字状 無

P-46 S46 I-0 - 円形 0.20 0.20 0.10 - 無

P-47 S47 I-0 N-0° 楕円形 0.32 0.27 0.20 - 無

P-51 S51 H-3 N-50° -E 楕円形 0.40 0.31 0.19 - 有

P-54 S54 J-2 N-75° -W 長方形 0.60 0.44 0.40 U 字状 無

P-55 S55 J-2 - 方形 0.43 0.41 0.17 - 無

P-56 S56 K-1 - 円形 0.40 0.35 0.27 - 無

P-59 S59 J-1 - 円形 0.20 0.20 0.08 - 無

P-60 S60 J-1 - 円形 0.17 0.17 0.08 - 無
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P-61 S61 J-1 - 円形 0.20 0.20 0.21 - 無

P-62 S62 J-2 N-67° -E 楕円形 0.38 0.26 0.28 - 無

P-65 S65 I-2 - 円形 0.37 0.37 0.07 - 無

P-66 S66 J-1 - 円形 0.25 0.25 0.13 - 無

P-68 S68 I-1 - 円形 0.20 0.20 0.24 - 無

P-69 S69 I-1 - 円形 0.20 0.20 0.24 - 無

P-70 S70 I-1 - 円形 0.35 0.35 0.32 - 有 P-71 と重複

P-71 S71 I-1 - 円形 0.30 0.30 0.40 - 無 P-70 と重複

P-72 S72 H-2 - 円形 0.42 0.40 0.37 - 無

P-73 S73 I-2 N-10° -E 長方形 0.50 0.35 0.45 - 無

P-74 S74 H-3 N-83° -W 楕円形 0.26 0.20 0.13 - 無

P-75 S75 I-1 N-90° -E 楕円形 0.20 0.18 0.39 - 無

P-76 S76 I-2 - 円形 0.30 0.30 0.20 - 無

P-77 S77 H-2 N-45° -E 楕円形 0.35 0.30 0.22 - 無

P-78 S78 H-2 N-46° -W 不整円形 0.32 0.23 0.21 - 無

P-79 S79 H-2 - 楕円形 0.30 0.25 0.75 - 無

P-81 S81 I-2 N-8° -W 楕円形 0.30 0.25 0.39 - 無

P-82 S82 H-2 N-75° -E 楕円形 0.55 0.40 0.10 - 無

P-83 S83 H-3 - 円形 0.40 0.40 0.12 - 無

P-84 S84 H-3 - 円形 0.25 0.25 0.22 - 無

P-85 S85 H-2 - 円形 0.30 0.25 0.24 - 無

P-86 S86 L-0 - 円形 0.30 0.30 0.17 - 無

P-87 S87 L･M-0 N-90° -E 楕円形 0.30 0.25 0.22 - 無

P-88 S88 M-0 N-30° -E 楕円形 0.25 0.20 0.24 - 無

P-89 S89 M-0 N-0° 楕円形 0.40 0.34 0.56 - 無

P-90 S90 M-0 N-90° -E 楕円形 0.36 0.30 0.07 - 無

P-92 S92 M-0 - 円形 0.40 0.40 0.14 - 無

P-93 S93 M-0 - 円形 0.40 0.40 0.11 - 無

P-94 S94 M-0 - 円形 0.30 0.30 0.08 - 無

P-96 - G-4 N-40° -W 楕円形 0.43 0.30 0.23 - 無

P-97 P 群 18-1 I-1 - 円形 0.15 0.15 0.13 - 無

P-98 P 群 18-2 I-1 - 円形 0.30 0.30 0.23 - 無

P-99 P 群 18-3 I-1 - 円形 0.20 0.20 0.15 - 無

P-100 P 群 18-4 I-1 - 円形 0.12 0.12 0.09 - 無

P-101 P 群 18-5 I-1 - 円形 0.14 0.14 0.18 - 無

P-102 P 群 18-6 I-1 N-30° -E 楕円形 0.25 0.20 0.24 - 無

P-103 P 群 18-8 I-1 N-90° -E 楕円形 0.30 0.24 0.11 - 無

P-104 P 群 18-9 I-1 - 円形 0.22 0.20 0.14 - 無

P-105 P 群 18-10 I-1 N-90° -E 楕円形 0.23 0.20 0.14 - 無

P-106 P 群 18-11 I-1 - 円形 0.15 0.15 0.10 - 無

P-107 P 群 18-12 I-1 N-75° -W 長方形 0.27 0.17 0.13 - 無

P-108 P 群 18-13 I-1 - 円形 0.18 0.18 0.12 - 無

P-109 P 群 18-14 I-1 N-70° -E 楕円形 0.23 0.19 0.15 - 無

P-110 P 群 18-15 J-1 - 円形 0.20 0.20 0.27 - 無

P-111 P5 J-0 - 円形 0.23 0.21 0.08 - 無

P-112 P6 J-0 - 円形 0.21 0.20 0.23 - 無

P-113 P 群 23-1 K-1 不明 楕円形 [0.28] 0.38 0.06 - 無 P-114 と重複

P-114 P 群 23-2 K-1 N-85° -E 楕円形 0.30 0.20 0.12 - 無 P-113 と重複

P-115 P 群 23-3 K-0 N-40° -E 楕円形 0.44 0.25 0.12 - 無

P-116 P 群 23-4 L-0 - 円形 0.22 0.22 0.24 - 無

P-117 P 群 23-5 L-0 - 円形 0.20 0.20 0.15 - 無

P-118 P 群 23-6 K-0 - 円形 0.25 0.25 0.24 - 無

P-119 P 群 23-7 L-0 N-0° 楕円形 0.40 0.35 0.17 - 無

P-120 P 群 23-8 L-0 N-58° -E 楕円形 0.35 0.21 0.18 - 無

P-121 P 群 23-9 K-0 - 円形 0.20 0.20 0.14 - 無

P-122 P 群 23-10 K-0 - 円形 0.20 0.20 0.13 - 無

P-123 P 群 23-11 L-0 N-0° 楕円形 0.35 0.33 0.59 - 無

P-124 P 群 23-12 L-0 N-90° -E 楕円形 0.43 0.37 0.20 - 無

P-125 P 群 23-13 L-0 N-90° -E 楕円形 0.34 0.30 0.27 - 無

P-126 P 群 23-14 L-0 - 円形 0.24 0.22 0.19 - 無

P-127 P 群 23-15 L-0 不明 楕円形 [0.32] 0.28 0.18 - 無

P-128 P 群 23-16 K･L-0 N-74° -E 楕円形 0.30 0.20 0.21 - 無

P-129 P 群 23-17 K-0 - 円形 0.24 0.24 0.16 - 無

P-130 P 群 23-18 L-0 N-67° -W 楕円形 0.41 0.30 0.14 - 無
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第 5節　B区
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第３章　小泉分校裏遺跡
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第５節　Ｂ区
　

　Ｂ区は小泉分校裏遺跡の北、Ａ区の南、Ｉ区の東に位置する。東側は急斜面で、水田との比高差は６m。溝

３条と土坑３基が確認されている。

第 �1図　#۠�શମ図
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第 5節　B区

１　溝

　3 条確認されている。うち SD- ４・５は地形の傾斜に対し、直行する。SD- ６は傾斜に対し平行している。

Ｂ区 SD- ４（第 32図、第 16・17 表、図版五）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＸ‐８・９、Ｙ - ８グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。南側の溝内に

ピットがあるが、ほぼ同時期と考えられる。溝の一部か。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東 - 南西方向に 13.6 ｍ以上

延びている。北端は緩やかに立ち上がっている。幅は 50～ 105 ㎝、深さは 24㎝前後である。　ओ࣠ํ　

Ｎ -30° - Ｅ　෴　８層に分層される。１層は耕作土、2層は整地のために埋めたと考えられる。３層から

８層が溝の覆土である。5層は流水の痕跡が確認されている。　ఈ໘　ローム層中に作られている。やや凹

凸が目立つが丸みを帯び、壁は底面から緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　かわらけ 1点を図示した。この

ほかに土師器甕１点 40.21 ｇ、須恵器坏２点 25.99 ｇ、提瓶１点 20.14 ｇ、甕５点 90.71 ｇが出土している。

SD-5　ظ࣌　 と並行している。ほぼ同じ時期か。

Ｂ区 SD- ５（第 32図、第 16・17 表、図版五 ・ 一一二）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＹ‐９・10 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　

北東 - 南西方向に 7.0m 直線的に延びているとみられる。幅は 210 ㎝、深さは 20 ㎝である。　ओ࣠ํ　

Ｎ -24° - Ｅ　෴　溝の覆土は４層で、自然堆積である。2層から 4層まで、火山灰と考えられる白色粒子

を含む。　ఈ໘　ローム層中に作られており丸みを帯びている。壁は緩やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ

　須恵器の提瓶１点を図示した。このほかに土師器甕２点 19.08 ｇが出土している。　6　ظ࣌ ～ 7世紀

の提瓶が出土しているため、古墳時代の可能性も考えられる。SD- ４と並行する。

Ｂ区 SD- ６（第 32図、第 16・17 表、図版六 ・ 一一二）

　Ґஔ　調査区南東端にあたる AA-11・12 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北

西 - 南東方向に直線的に 9.16 ｍ以上延びている。幅は 20～ 132 ㎝、深さは深いところで 48㎝ほどである。

　ओ࣠ํ　Ｎ -63° - Ｅ　෴　１層は耕作土、2層は整地のために埋めたと考えられる。溝の覆土は３～

7層の 5層である。2・３層は火山灰と考えられる白色粒子を含む。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平

坦となっている。東側では断面形が逆台形、西側では壁の立ち上がりは緩やかで浅くなる。一部ピット状に

深くなっている。　ग़Ҩ　陶器碗１点を図示した。鉄釉が施釉される。　ظ࣌　不明。

第 1�ද　̗۠ܭߔଌද

遺構番号 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m） 幅（m） 深さ 

（m） 断面形 出土 
遺物 備考

SD-4 X-8･9 
Y-8 N-30° -E 直線状 13.6 1.05 0.24 U 字形 有

SD-5 Y-9･10 N-24° -E 直線状 7.00 2.10 0.20 U 字形 有

SD-6 AA-11･12 N-63° -w 直線状 9.16 1.32 0.48 U 字形 有
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第 5節　B区

２　土坑

　３基の土坑が調査区のほぼ中央にまとまって確認されている。いずれも人骨の出土が確認され、人骨の分

析については附編第１節、放射性炭素年代測定については附編第 2節に示した。

Ｂ区 SK- １（第 33図、第 18表、図版六 ・ 七 ・ 九）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＸ‐７グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　Ｔ字形で、

長方形部分東西 50㎝、南北 114 ㎝、深さ 18㎝、掘り返し部分の長軸 148 ㎝、短軸 56㎝、深さ 38㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -12° - Ｗ　෴　25層に分層される。焼土や炭化物が多く確認される。　ఈ໘　ローム層

中に作られており、やや凹凸が目立つ。長方形部分の壁はほぼ垂直に立ち上がる。壁際は焼土化している部

分がみられる。長方形部分の中央は円形状に深くなり、人骨が埋納された状態であった。　ग़Ҩ　出土

していない。　ظ࣌　人骨の分析から 14～ 15世紀の火葬遺構と考えられる。

Ｂ区 SK- ２（第 33図、第 18表、図版七 ~九）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＸ‐８グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　Ｔ字形で、

長方形部分東西 52㎝、南北 102 ㎝、深さ 14㎝、掘り返し部分の長軸 146 ㎝、短軸 42㎝、深さ 11㎝であ

る。　ओ࣠ํ　Ｎ -37° - Ｗ　෴　17層に分層され、焼土や炭化物が多く確認される。　ఈ໘　ローム

層中に作られており、底面は凹凸が認められる。長方形部分の方が深くなっている。壁は急斜度で立ち上がる。

　ग़Ҩ　図示していないが土師器甕１点 3.42 ｇが出土している。チャートの平たい石が底面上に確認さ

れている。人骨は長方形部分中央を中心に確認されている。　ظ࣌　SK- １・３と近い時期と推測される。

Ｂ区 SK- ３（第 33図、第 18表、図版八・九）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＸ‐８グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　Ｔ字形で、

長方形部分東西 46 ㎝、南北 91 ㎝、深さ 13 ㎝、掘り返し部分の長軸 158 ㎝、短軸 35 ㎝、深さ 12 ㎝であ

る。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴　11層に分層される。10層は人骨を多く含む。　ఈ໘　ローム層中に

作られており、底面は凹凸が認められる。長方形部分の方が深くなっている。壁は急斜度で立ち上がりを示す。

　ग़Ҩ　チャートの石が底面上に確認されている。人骨は長方形部分に広く確認されている。　ظ࣌　

SK-1・2と近い時期と推測される。

第 1�ද　̗۠ߔग़Ҩ؍ද

第 18ද　̗۠�ܭଌද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

32 1 かわらけ
口径　- 
底径　4.1 
器高［1.1］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒・金雲母
少量

良好 底部 糸切り 底部完存 覆土中 B区 SD-4 
一括

32 2 須恵器 
瓶

口径　- 
底径　- 
器高［4.4］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒微量 良好 外面 カキ目 一部残存 覆土中 B区 SD-5 
一括

産地不明

32 3 陶器
碗

口径　- 
底径　4.9 
器高［4.0］

外面 5YR4/4 
にぶい赤褐 
内面 7.5YR4/4 
褐

砂粒・礫微量 良好 外面口縁～体
部・内面 鉄釉

ロクロ成形 底部完存 覆土中 B区 SD-6 
一括

遺構番号 位置 主軸方向 形状 長軸
（m）

短軸
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 備考

SK-1 X-7 N-12° -W T字形 1.14 1.48 0.47 逆台形 無 骨出土
SK-2 X-8 N-37° -W T字形 1.04 1.46 0.14 逆台形 無 骨出土
SK-3 X-8 N-20° -E T 字形 0.94 1.62 0.16 逆台形 有 骨出土| I | I I I | | I | 
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第３章　小泉分校裏遺跡

A A'

B
B'

B
B'

A A'

B
B'

A A'

SK-1

SK-2

SK-3

焼土

焼土

焼土

焼土焼土

焼土

焼土

焼土

焼土

焼土と炭化物

A A'

1

234
5

6

7

8 24
10 25

B
B'

6
7 8

9
10

11 1
2

13

14

15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

A A'

12
3

4 5

6 15

16
17

A A'

123 4

炭

67

11

10

B
B'

11

10
1

4
5

6
7

8
9

炭

5

B
B'

12
13

5
8

7
15

6
14

11
11

9
10

骨

骨

骨
骨

SK-1
１ 暗褐色土　　砂質土少量、ローム粒子若干。しまりあり。粘性ややあり。
２ 黒褐色土　　ロームブロック主体。しまりやや欠ける。粘性ややあり。
３ 暗黄褐色土　ロームブロック主体。炭化物若干。しまりややあり。粘性
　 　　　　　　ややあり。
４ 暗褐色土　　ローム粒子少量、炭化物微量。しまりあり。粘性あり。
５ 暗褐色土　　ローム粒子・黒色土微量、焼土粒子・炭化物若干。しまり
　　　　　　　　あり。
６ 暗黄褐色土　ローム粒子主体。炭化物若干。しまりあり。粘性ややあり。
　 　　　　　　粘性あり。
７ 黒褐色土　　ローム粒子微量、焼土・炭化物若干。しまりあり。粘性やや
　　　　　　　　あり。
８ 暗黄褐色土　6層とほぼ同じ。骨片含む。
９ 暗黄褐色土　8層とほぼ同じ。炭化物・焼土下層で多量。骨片含む。しまり
　　　　　　　　ややあり。粘性ややあり。
10 黒茶色土　　2～3㎜大のローム粒子多量。しまりあり。硬い。
11 黒茶色土　　1㎜大のローム粒子多量。しまりあり。硬い。
12 黒色土　　　1～3㎜大のローム粒子多量（均一）。しまりあり。硬い。
13 茶褐色土　　1㎜大の赤色粒子多量。しまりあり。硬い。
14 茶色土　　　2㎜大のローム粒子・1～2㎜大の炭化物多量（均一）。
　 　　　　　　しまりあり。硬い。
15 黒茶色土　　5～8㎜大の赤色粒子・2～3㎜大の炭化物多量（均一）。
　 　　　　　　しまりあり。硬い。
16 茶黄色土　　8～10㎜大のロームブロック、5～8㎜大の炭化物多量。
　 　　　　　　しまりあり。硬い。
17 黒茶色土　　2～3㎜大のローム粒子・炭化物多量（均一）。しまりあり。
　 　　　　　　硬い。
18 茶黒色土　　2㎜大の炭化物多量。しまりあり。硬い。
19 黒色土　　　下部に焼土ブロック若干。しまりあり。硬い。
20 黒色土　　　19層と比べて炭化物しか入らない。しまりあり。硬い。
21 茶黒色土　　茶色土と黒色土の混合土。しまりあり。硬い。
22 黒茶色土　　21層より茶色土が強い。しまりあり。硬い。
23 黒色土　　　1㎜大の白色粒子多量（均一）。しまり欠ける。軟らかい。
　 　　　　　　（撹乱）
24 暗褐色土　　炭化物・人骨多量。しまり欠ける。粘性欠ける。
25 黒褐色土　　炭化物多量、焼土少量。

SK-2
１ 暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりややあり。粘性普通。
２ 暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。粘性普通。
３ 暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック微量。しまりややあり。粘性
　　　　　　　　普通。
４ 暗褐色土　　焼土粒子・炭化物粒子若干。しまりややあり。粘性普通。
５ 暗褐色土　　焼土粒子・炭化物粒子少量。骨含む。しまりあり。粘性やや
　　　　　　　　あり。
６ 黒色土　　　1㎜大の赤色粒子を若干。しまりあり。硬い。
７ 黒色土　　　1～2㎜大の白色粒子微量。一部に焼土ブロックを含む。
８ 黒褐色土　　1～2㎜大の赤色粒子・白色粒子微量。
９ 暗茶褐色土　1㎜大の赤色粒子若干。しまりあり。硬い。
10 茶褐色土　　2㎜大の赤橙色粒子多量（均一）。しまりあり。硬い。
11 黒茶色土　　5㎜大の赤橙色粒子多量。8層の続きか。
12 黒色土　　　茶色土多量。しまりあり。硬い。
13 黒色土　　　0.5～1㎜大の赤色粒子若干。しまりあり。硬い。
14 黒茶色土　　1㎜大の焼土粒子・骨粉を含む。しまりあり。硬い。
15 茶橙褐色土　焼土粒子・炭化物片・炭化物粒子多量。しまりあり。硬い。
16 黒茶色土　　1～3㎜大の炭化物多量。しまりあり。硬い。
17 暗橙茶色土　焼土（橙色）と茶色土の混合土。しまりあり。硬い。

SK-3
１ 暗褐色土　　焼土・炭化物粒子微量。骨片含む。しまりあり。粘性やや
　 　　　　　　あり。
２ 赤褐色土　　焼土粒子微量、焼土ブロック・炭化物ブロック少量。しまり
　 　　　　　　ややあり。粘性ややあり。
３ 暗褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりややあり。
　 　　　　　　粘性普通。
４ 暗褐色土　　焼土粒子少量、炭化物をブロック状に含む。しまりあり。
　 　　　　　　粘性ややあり。
５ 暗橙褐色土　茶色土と黒色土の混合土。全体に6層の焼土が混入。しまり
　 　　　　　　あり。粘性あり。
６ 橙褐色土　　茶色土中に焼土が混入。しまりあり。硬い。
７ 黒茶色土　　1㎜大の焼土粒多量（偏在）。しまりあり。硬い。
８ 黒色土　　　純層。混入物なし。しまりあり。硬い。
９ 黒色土　　　白色粒子多量。しまりあり。硬い。
10 暗褐色土　　人骨含む。ふかふか。
11 黒褐色　　　炭化物多量、焼土少量。
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第 6節　C区

82.2m

82.0m

81.8m

81.6m
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81.2m

81.0m
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80.6m

80.4m
80.2m
80.0m

79.8m
79.6m

79.4m

81.8m

81.6m

81.4m

81.2m

81.0m

SD-2

SD-5

SD-6

SE-3
SK-1

SK-4

SK-7

SK-9

SK-10

C-1区

C-2区

J-2区

J-3区

J-4区
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24
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27

28
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第６節　Ｃ区
　

　Ｃ区は本遺跡の東、Ｊ区の東に位置する。台地の東斜面が削平され、Ｊ区より1段低くなっている。井戸1基、

溝３条、土坑５基、ピット 36基が確認された。後世の削平のため、ローム確認面が浅く、鹿沼軽石層が表土

を除去するとすぐに確認されている。
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第３章　小泉分校裏遺跡

SE-3

調査区外

1
2
3

5 4

6

7
8

910 11

5

A A'
82.20m

A A'
SE-3
１　黒褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。
２   黄褐色土
３　黄褐色土
４　黒褐色土
５　黄褐色土
６　黒褐色土
７　黄褐色土
８　黒褐色土
９　黄褐色土
10   黄褐色土
11   黒褐色土

� �N�ɿ��

２　溝

　溝は 3条が確認されている。３条とも地形の傾斜に対し、直行する。

１　井戸

　東に斜向する台地上に１基が確認されている。

Ｃ区 SE- ３（第 35図、第 19表、図版九）

　Ґஔ　調査区 2区の南東部にあたる AK-26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　

南西側が調査区外のため詳細は不明であるが、南北方向にわずかに長い円形とみられる。長軸 1.4 ｍ、短軸１

ｍ以上、深さは確認出来た範囲が 1.3 ｍ以上で、それ以上の掘削は行っていない。確認面から深さ 80㎝ほど

の部分に段を有し、そこからひと回り小さく掘り込まれている。　෴　確認できた範囲で 10層に分層した。

いずれも井戸枠除去後の埋め土とみられる。　ఈ໘　完掘できなかったため不明。　ग़Ҩ　図示できる

遺物はないが、土師器甕１点 11.79 ｇ、須恵器甕２点 98.04 ｇ、陶器甕１点 5.59 ｇが出土している。　࣌

。不明　ظ

第 ��図　$۠�Ҫށ　Ҩ࣮ߏଌ図
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遺構番号 区 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SE-3 ２ SK-3 AK-26 - 円形か 1.40 [1.00] [1.30] T 字状 有

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m）

幅
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SD-2 2 AK-26 
AL-25･26 N-35° -E 直線状 9.50 2.00 0.36 U 字状 有 SK-1 より新

SD-5 2 AJ-24 
AK-23･24 N-40° -E 直線状 14.50 [3.50] 0.90 U 字状 有 SD-6 より古

SD-6 2 AK-23･24 N-40° -E 直線状 11.50 1.20 0.22 U 字状 無 SD-5 より新

I | 1 | I  I|  II|  I 

＼□-
ーロ＿



－ 53－

第 6節　C区

Ｃ区 SD- ２（第 36図、第 20表、図版九）

　Ґஔ　調査区２区の南東隅にあたる AK-26、AL-25・26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-1 と重複し

ており、本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南西 - 北東方向に確認された範囲で約 9.5 ｍ延びている。幅は

最大で２ｍ、深さは最大で 36㎝である。南西側ほど幅が狭くなり、深さも徐々に浅くなりながら、緩やかに

立ち上がっている。なお北東側では掘り返しの痕跡が確認された。　ओ࣠ํ　Ｎ -35° - Ｅ　෴　２層確

認した。　ఈ໘　ローム層中に作られている。北東側は掘り返しに伴う凹凸がみられるが、南西側では丸み

を帯びる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏４点 28.36 ｇ、甕３点 37.99 ｇ、須恵器甕４点

77.05 ｇ、陶器碗１点 5.59 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

Ｃ区 SD- ５（第 36図、第 20・21 表、図版九）

　Ґஔ　調査区２区の中央部にあたる AJ-24、AK-23・24 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SD-6 と重

複しており、本遺構が古い。　ฏ໘ܗঢ়　南西 - 北東方向に確認された範囲で約 14.5 ｍ延びている。幅は最

大 3.5 ｍ以上、深さは最大 90㎝である。南西側ほど幅が狭くなり、深さも徐々に浅くなりながら緩やかに立

ち上がる。なお重複する SD-6 は規模こそ異なるが、ほぼ同地点で本遺構と同一方向に延びていることから、

同様の目的で掘削された溝の可能性が考えられる。　ओ࣠ํ　Ｎ -40° - Ｅ　෴　３層に分層した。３

層とした黒褐色土が溝の大部分を覆っており、４層は南西側、５層が北東側の底面を覆っている。５層は北

東側に堆積するロームブロックを多量に含んだ褐色土であり、壁の崩落土と考えられる。５層が堆積する部

分の溝の上端が崩落したような状態で確認されており、この部分の土の可能性が考えられる。　ఈ໘　ロー

ム層中に作られており、若干の凹凸がみられるが、ほぼ平坦である。　ग़Ҩ　土師器の高台付坏１点を

図示した。このほかに土師器甕 10点 168.2 ｇ、須恵器甕 10点 574.14 ｇ、坏３点 24.05 ｇ、瓦質土器１点

24.4 ｇ、陶器甕１点 5.15 ｇ、碗１点 15.46 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

Ｃ区 SD- ６（第 36図、第 20表）

　Ґஔ　調査区２区の中央部にあたる AK-23・24 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-5 と重複しており、

本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়　南西 - 北東方向に確認された範囲で約 11.5 ｍ延びている。幅は最大 1.2 ｍ、

深さは最大 22㎝である。南西側ほど幅が狭くなり、深さも徐々に浅くなりながら緩やかに立ち上がる。なお

重複する SD-15 は規模こそ異なるが、ほぼ同地点において同一方向に延びていることから、同様の目的で掘

削された溝の可能性が考えられる。　ओ࣠ํ　Ｎ -40° - Ｅ　෴　覆土は２層で、溝の大部分を覆う黒褐

色土と壁の崩落土とみられる褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。

　ग़Ҩ　なし。　ظ࣌　不明。

第 21ද　$۠ 4%�� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

36 1 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.6］

外面 10YR7/4 
にぶい黃橙 
N2/0 
黒

砂粒少量、赤
色粒子微量

良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ
高台貼付

一部残存 覆土中 C区 SD-5

I I I | I I | | | I |I||  
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第３章　小泉分校裏遺跡

SD-5

1

SD-2

SD-6 SD-5

SD-5

SD-6

調査区外

調査区外

SD-6

SD-5

SD-2

SD-5・6

12

1

2

3

5

1

3 44

SD-2
１　明黄褐色土　KPブロックの層。
２　黒褐色土　　ローム粒子・KP若干。しまりあり。

SD-5･6
１　黒褐色土　ローム粒子微量。しまりやや欠ける。
２　褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
３　黒褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。
４　暗褐色土　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりあり。
５　褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。

A A'
81.10m

A A'

B B'
80.70m

A A'
80.50m

A A'

C C'
81.00m

B

B'

C

C'
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第 6節　C区

３　土坑

　２基の土坑が１区、３基の土坑が２区の台地の落ち際に確認されている。後世の削平のため、鹿沼軽石層

が表土を除去するとすぐに確認されている。

Ｃ区 SK- １（第 37図、第 22表、図版九）

　Ґஔ　調査区南東隅にあたる AK・AL-26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-2 と重複しており、本遺

構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向にわずかに長い円形で、長軸 170 ㎝以上、短軸 160 ㎝、、深さ 28

㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴　３層確認された。１層とした褐色土が大部分を覆い、２・３層

は壁際に堆積する。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや丸みを帯びている。壁は急斜度で立ち上がる。

　ग़Ҩ　なし。　ظ࣌　不明。

Ｃ区 SK- ４（第 37図、第 22表）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AK-26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南西側

が調査区外であるが、南北方向に長い楕円形とみられる。長軸 70 ㎝、短軸 42 ㎝以上、深さ 20 ㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -35° - Ｗ　෴　３層に分層され、いずれも白色粒子を微量に含み、堅く締まっている。　

ఈ໘　ローム層と鹿沼軽石層の境付近に作られており、平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　

ग़Ҩ　なし。　ظ࣌　不明。

Ｃ区 SK- ７（第 37図、第 22表、図版九）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AI・AJ-23 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北

西 - 南東方向に長い長方形で、長軸 240 ㎝、短軸 90㎝、深さ 30㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -60° - Ｗ　෴

　中央部に堆積する黒色土および明褐色土と、周縁部に堆積する黄褐色土に大別される。　ఈ໘　ローム

層中に作られており、わずかに丸みを帯びるもののおおむね平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。

　ग़Ҩ　なし。　ظ࣌　不明。

Ｃ区 SK- ９（第 37図、第 22表）

　Ґஔ　調査区中央北部にあたる AF-19・20 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　

南北方向に長い長楕円形である。長軸 150 ㎝、短軸 55㎝、深さ 22㎝である。中央東寄りの底面に直径 12

㎝、深さ 10㎝ほどの小穴が掘り込まれているが、この土坑に伴うものか不明である。　ओ࣠ํ　Ｎ -10°

第 22ද　$۠�ܭଌද

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-1 2 AK･AL-26 N-20° -E 円形 [1.70] 1.60 0.28 鍋底状 無 SD-2 より古

SK-4 2 AK-26 N-35° -W 楕円形か 0.70 [0.42] 0.20 逆台形 無

SK-7 2 AI･AJ-23 N-60° -W 長方形 2.40 0.90 0.30 逆台形 無

SK-9 1 AF-19･20 N-10° -W 長楕円形 1.50 0.55 0.22 逆台形 無

SK-10 1 AE-18 不明 不明 1.81 [0.61] 0.21 鍋底状 無
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SK-1

SD-2

SD-2

SK-4

SK-9 SK-10

SK-7

調査区外

調査区外

調査区外

1 23

2 3 4

1

1
2

3

3

1

2

3
2

1

1
2

3 3

A A'
82.00m

A A'

A A'
82.30m

A A'
82.30m

A A'
80.80m

B
B'

80
.8
0m

A A'

B
B'

A A'
81.80m

B B'
81.80m

A A'

B B'

C
C'

81
.8
0mC

C'

A A'
82.50m

A A'

SK-1
１　褐色土　　褐色粒子・褐色ブロック少量。
　　　　　　　しまりあり。硬い。
　　　　　　　（埋め戻し土で圧される）
２　明褐色土　褐色ブロック少量。KP粒子微
　　　　　　　量。
３　暗褐色土　KP少量。

SK-4
１　表土
２　黒褐色土　ローム粒子・白色粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。硬い。
３　暗褐色土　ローム粒子少量、白色粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。硬い。
４　褐色土　　ローム粒子多量、白色粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。硬い。

SK-7
１　黒色土　　ローム粒子微量。しまりあり。
２　暗褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　少量。しまりあり。
３　黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック主体。
　　　　　　　しまり非常にあり。

SK-10
１　表土　　　　耕作土
２　暗黄褐色土　ローム粒子少量、炭化物微量。
　　　　　　　　しまりあり。

SK-9
１　暗黄褐色土　ローム粒子少量、炭化物微量。しまりあり。
２　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまり
　　　　　　　　あり。
３　褐色土　　　ローム粒子多量、炭化物粒子微量。しまりあり。

� �N�ɿ��

- Ｗ　෴　覆土は３層で、地山由来のローム粒子を多く含む土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作ら

れており、おおむね平坦となっている。壁は底面から急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　なし。　ظ࣌　不明。

Ｃ区 SK-10（第 37図、第 22表）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AE-18 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　調査区際

の一部を拡張して確認したため、全体の形状や規模についてはほとんど不明である。　ओ࣠ํ　不明。　

෴　ローム粒子を多量に含む褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層上面に作られており平坦となって

いる。壁は垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　なし。　ظ࣌　不明。

第 ��図　$۠ 4,�1ɾ�ɾ�ɾ�ɾ10 Ҩ࣮ߏଌ図
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第 6節　C区

４　ピット

　東側に傾斜する台地上に、１区の南端と２区の北端に集中し、36基が確認されている。計測表にまとめる。

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m）

出土 
遺物 重複関係

P-11 1 AG-19 N-65° -E 楕円形 0.40 0.32 0.23 無

P-12 1 AG-19 N-0° 楕円形 0.47 0.42 0.20 無

P-13 1 AF-20 N-0° 楕円形 0.32 0.30 0.28 無

P-14 1 AF-20 N-60° -W 不整形 0.40 0.32 0.26 無

P-15 1 AF-20 - 円形 0.25 0.25 0.23 無

P-16 1 AF-20 N-40° -W 楕円形 0.25 0.20 0.21 無

P-17 1 AG-20 - 円形 0.22 0.20 0.25 無

P-18 1 AG-20 - 円形 0.24 0.22 0.22 無

P-19 2 AJ-22 N-50° -W 楕円形 0.30 0.27 0.25 無

P-20 2 AJ-22 - 円形 0.24 0.23 0.24 無

P-21 2 AJ-22 - 円形 0.22 0.21 0.31 無

P-22 2 AJ-22 N-50° -W 楕円形 0.31 0.20 0.27 無

P-23 2 AJ-22 - 円形 0.19 0.19 0.20 無

P-24 2 AJ-22 N-0° 楕円形 0.31 0.26 0.35 無

P-25 2 AJ-22 N-57° -E 楕円形 0.42 0.28 0.34 無

P-26 2 AJ-22 N-8° -W 楕円形 0.52 0.34 0.35 無

P-27 2 AJ-22 N-11° -W 楕円形 0.49 0.39 0.41 無

P-28 2 AJ-22 N-31° -W 楕円形 0.34 0.24 0.30 無

P-29 2 AJ-22 - 円形 0.33 0.32 0.54 無

P-30 2 AJ-22 N-0° 楕円形 0.40 0.34 0.43 無

P-31 2 AJ-22 N-0° 楕円形 0.30 0.26 0.33 無

P-32 2 AJ-22 - 円形 0.22 0.22 0.26 無

P-33 2 AJ-22 N-40° -W 楕円形 0.37 0.26 0.37 無

P-34 2 AJ-22 N-0° 楕円形 0.30 0.26 0.22 無 P-35 と重複

P-35 2 AJ-22 N-51° -E 楕円形 [0.35] 0.22 0.28 無 P-34 と重複

P-36 2 AJ-22 N-0° 楕円形 0.25 0.22 0.29 無

P-37 2 AJ-22 N-75° -E 楕円形 0.35 0.25 0.18 無

P-38 2 AK-22 N-0° 楕円形 0.25 0.20 0.44 無

P-39 2 AK-22 N-60° -W 楕円形 0.48 0.38 0.28 無

P-40 2 AJ-22 N-0° 楕円形 0.25 0.20 0.25 無

P-41 2 AJ-22 N-65° -E 不整形 0.46 0.27 0.30 無 P-42 と重複

P-42 2 AJ-22 N-49° -E 楕円形 0.35 0.22 0.26 無 P-41 と重複

P-43 2 AJ-22 N-0° 楕円形 0.23 0.18 0.15 無

P-44 2 AJ-22 N-0° 楕円形 0.25 0.25 0.49 無

P-45 2 AK-22 N-0° 楕円形 0.30 0.26 0.30 無

P-46 2 AJ-23 N-0° 楕円形 0.34 0.29 0.31 無

第 2�ද　$۠�ϐοτܭଌද
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P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16
P-17

P-18

調査区外

SK-7
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AG-21
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第 6節　C区

P-19
P-20
P-21 P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32 P-33

P-34
P-35

P-36

P-37 P-38

P-39

P-40

P-41
P-42

P-43
P-44

P-45

P-46

調査区外

AJ-23 AK-23

AJ-22 AK-22
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第３章　小泉分校裏遺跡

第̓節　̙区

　台地の中央やや南寄りに位置するＤ区は、道路を挟んでＥ区に隣接する。竪穴建物跡 16軒、掘立柱建物跡

15棟、溝８条、土坑７基が確認された。

47

45

43

39

49

48

46

44

42

AKAJAIAF AG AH AL

88.5m

88.5m

89.0m

89.5m

89.5m

89.0m

SB-19

SB-10

SD-3b
SD-3a

SD-1b

SD-4

SD-5

SB-32

SB-49

SI-14

SB-31

SB-30

SB-41

SB-42
SB-34

SB-35

SB-37

SB-36

SB-39

SD-2

SD-1a

SD-18

SI-6

SD-1

SI-28

SI-29

SK-46SD-17

SD-3

SD-1

SD-8

SD-8

SI-16

SB-21

SI-7

SI-23
SB-27

SK-33

SK-44

SK-45

SK-47

SI-24

SI-48

SI-43

SK-38

SI-12

SI-11

SI-13

SI-25 SI-26

SI-9

SK-20

D区

E区� ��N�ɿ���
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第７節　D区

１．竪穴建物跡

̙区 SI- ６（第 41~43 図、第 24・25 表、図版一ʓ・一一二・一一三・一四八）

　Ґஔ　調査区北部にあたる、AG-43、AH-42・43 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-30、SD-1・3・4

より古く、SB-31 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北にわずかに長い方形で、東西 6.0 ｍ、南北 6.2 ｍ、面

積は 37.2 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 30㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -75° - Ｅ　෴　３層で、地

山由来のローム粒子を多く含む褐色土である。　চ໘　地山であるローム層を床面としており、貼床等は確

認されなかった。主柱穴で囲まれた範囲を中心に踏み締まりとみられる硬化面が確認された。また北西隅を

除き、壁に沿って幅 20～ 40㎝、深さ 10㎝ほどの壁溝が巡る。　ப݀　主柱穴とみられる P1～４と、入

口施設とみられる P5、カマドに付随する P6・７を確認した。主柱穴の規模は P1が長軸 80㎝、短軸 70㎝、

深さ 30 ㎝、P2 が長軸 100 ㎝、短軸 60 ㎝、深さ 60 ㎝、P3 が長軸 80 ㎝、単軸 70 ㎝、深さ 80 ㎝、P4 が

長軸 90㎝、短軸 65㎝、深さ 56㎝である。P1・４からは直径 30～ 40 ㎝ほどの柱痕跡が確認されている。

入口施設とみられる P5は南壁中央に接して位置しており、直径 90㎝、深さ 50㎝であり、中央には直径 20

㎝ほどの柱痕跡が確認されている。P6・７はカマドの両袖脇に位置している。いずれも直径 40㎝、深さ 50

㎝ほどで、おそらくカマド部分の屋根の傾斜を変えるための柱穴とみられる。　カマド　東壁中央に位置し

ており、灰色粘土で構築された両袖と燃焼部・煙道が遺存していた。袖は幅 60㎝、竪穴壁からの長さ 70㎝、

高さ 30㎝、両袖間の幅 30㎝である。また天井部のアーチ構造が一部遺存しており、高さは 20㎝ほどであ

る。燃焼部は底面および袖の内側が焼土化しているが、焼け方は弱い。煙道は竪穴壁から短く張り出してい

る。　　竪穴中央部分において、直径 50㎝ほどの範囲で焼けた痕跡を確認した。地床炉の可能性が高いが、

焼け方が弱い。　ग़Ҩ　南東隅付近から、土師器の長胴甕が出土している。他は小さい破片が散発的に

出土している。土師器埦１点、甕３点、須恵器坏３点、高台付坏１点、皿１点、粗製土器１点、土鈴１点、

　西側に傾斜する台地上から落ち際に 16軒が確認されている。

第 2�ද　%۠୦݀ݐܭଌද

遺構番号 位置 主軸方向 形状 東西 
（m）

南北 
（m）

深さ 
（m） ピット 炉 カマド 貯蔵穴 壁溝 間仕 

切溝
出土 
遺物 重複関係

SI-6 AG-43 
AH-42･43 N-75° -E 方形 6.00 6.20 0.30 7 有 有 無 有 無 有 SB-30、SD-1･3･4 より古

SB-31 より新

SI-7 AH-44･45 N-0° 方形 (3.60) 3.20 - 無 無 有 無 無 無 有 SB-34･42 より古
SB-19 より新

SI-9 AH-45 N-75° -E 方形 3.10 3.00 0.10 無 無 2 無 無 無 有 SB-19 より新

SI-11 AJ-43 N-0° 方形 [2.50] [3.30] 0.10 3 無 無 無 有 無 有 SI-12 より新

SI-12 AI･AJ-43 N-0° 方形 [1.50] [2.40] 0.30 無 無 無 無 有 無 有 SI-11 より古

SI-13 AI･AJ-44 N-60° -E 方形 3.40 3.60 0.30 無 無 有 無 有 無 有 SB-49 より古

SI-14 AI-46･47 
AJ-46 N-67° -E 方形 7.80 8.00 0.20 16 無 2 有 有 無 有 SI-28、SD-1 より新

SI-16 AJ･AK-47 N-25° -W 方形 3.10 2.80 - 1 無 有 無 無 無 有 SD-17 より古

SI-23 AJ･AK-45 N-15° -W 方形 3.10 3.20 0.15 無 無 有 無 有 無 有 SB-27 より古

SI-24 AK-45 N-0° 長方形 4.20 2.90 0.30 1 無 有 無 有 無 有

SI-25 AK-46 N-70° -E 方形 3.10 3.00 - 1 無 有 無 無 無 有 SI-26 より新

SI-26 AK-46 N-86° -E 方形 2.90 2.60 0.10 無 無 有 無 有 無 有 SI-25 より古

SI-28 AJ-46 N-70° -E 方形 [3.50] 4.40 - 無 無 有 無 無 無 有 SI-14、SD-1 より古

SI-29 AH-45 
AI-45･46 N-30° -W 方形 5.80 5.70 - 5 有 有 有か 有 無 有 SB-49、SD-8 より古

SI-43 AF-41･42 N-30° -W 方形か [4.40] 4.70 0.40 4 無 有 無 有 無 有 SD-4 より新

SI-48 AL-46 N-10° -W 方形か [3.00] [2.20] - 無 無 無 無 無 無 無
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炉

SD-3

SD-1

SD-4

SI-6

SB-30
SB-30

SB-31

SB-31

P1 P2

P3
P4

P5

P6 P7

C
C'

B
B'

A

A'

D D'

P6 P7

カマド

F
F'

E E'

7

10
12

11

P5

P1
P4

P2
P3

1

17

18

2

33

SD
-3

12
9

10

11

13
14

8

15 16

SD
-3

5

6
4
7

1
2

4

3

5

6

2
1

D D'

C
C'

B
B'

A A'

E E'

F
F'

7
78 9 89

11

12
10

7

4*��
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠগྔɺന৭ཻࢠɾমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̍
　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎
　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
ɾփ৭೪ࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫɾমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̏
　　　　　　　ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠɾমཻࢠগྔɺ,1ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̐
　　　　　　　͋Γɻ
ɾ,1ϒϩοΫগྔɻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɺ,1ཻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌　̑
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
ඍྔɻࢠɾԽཻࢠগྔɺমཻࢠɾ,1ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̒
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
ඍྔɻ͠·Γ͋ΓɻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɺ,1ཻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌　̓
　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ

̔� ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ
　� 　　　　　͋Γɻ
̕� গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
��� ඍྔɻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
　� 　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
��� பࠟɻ͍ݹ　৭҉
��� ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠগྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉
��� ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠଟྔɺന৭ཻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
��� பࠟɻ͍ݹ　৭҉
��� গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
��� ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
　� 　　　　　͚ܽΔɻ
��� ɾ,1ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ
��� ଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌

4*��　ΧϚυ
̍　փ৭࣭࠭　　ཻ࠭ଟྔɺϩʔϜཻࢠɾমཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ
　　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢྲྀೖʣ
̎　҉৭　　　মཻࢠɾࢠཻ࠭ࢁଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
　　　　　　　　　　ʢ೩মʣ
̏　໌փ৭　　　࠭ࢁओମɻমཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
　　　　　　　　　　ʢఱҪ่མʣ
̐　໌փ৭࣭࠭　࠭ࢁओମɻমଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　　　ʢఱҪʣ
̑　҉փ৭　　　࠭ࢁओମɻমཻࢠଟྔɺԽཻࢠগྔɻ͠·Γ
　　　　　　　　　　͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪ่མʣ
̒　҉৭　　　মଟྔɺ࠭ࢁগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ
　　　　　　　　　　ʢྲྀೖʣ
̓　փ৭೪　　　　৭গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢକʣ
̔　໌৭　　　মɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢକʣ
̕　փ৭೪࣭　　মগྔɺϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑܽ
　　　　　　　　　　͚ΔɻʢఱҪɾକʣ

� �N�ɿ��
-������N
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石５点、鉄製品 1点を図示した。１は須恵器の坏である。焼きが悪く、にぶい褐色を呈する。５は歪みが著

しく、焼成時のひび割れがみられる。11は土鈴で、中に玉が 2つ入っている。12は編物石か。13 ～ 16 は

用途不明の石である。17 は雁股の鉄鏃である。そのほかに土師器坏７点 38.01 ｇ、埦１点 253.65 ｇ、甕

118 点 3486.18 ｇ、須恵器坏７点 95.08 ｇ、蓋 19点 394.63g、高坏７点 95.08 ｇ、鉢４点 41.87 ｇ、壺１

点 60.5 ｇ、甕 15点 303.81 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

12

13

14 15 16 17

� ��DN�ɿ�
ʢ��ʙ��ʣ

� �DN�ɿ�
ʢ��ʣ

第 ��図　%۠ 4*�� ग़Ҩ࣮ଌ図 	2


第 2� ද　%۠ 4*�� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

42 1 須恵器 
坏

口径　11.9 
底径　6.3 
器高　3.5

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫少量 不良 口縁部外面 
スス付着

底部 ヘラ切り後回転ナデ 完形 覆土中 D区 SI-6 益子産

42 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径　8.2 
器高［3.3］

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒少量、礫
微量

良好 ロクロ目顕著 
底部 糸切り

底部完存 覆土中 D区 SI-6 
一括

益子産

42 3 須恵器 
坏

口径（13.6） 
底径　- 
器高　4.0

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒・白色粒
子多量

やや 
良好

表面が剥落
している

ロクロ目丁寧にナデ消され
る 
底部 切り離し不明後回転
ナデ

口縁～底部
1/6 残存

覆土中 D区 SI-6 
カマド一括

益子産

42 4 須恵器 
高台付坏

口径　15.3 
底径　9.5 
器高　5.1

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量、礫
微量

良好 ロクロ目顕著 
底部ヘラ切り後回転ヘラケ
ズリ
高台貼付

口縁部
5/12 残存、
底部完存

覆土中 D区 SI-6 
一括

益子産

42 5 須恵器 
皿

口径　12.0 
底径　6.6 
器高　2.2

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量 良好 歪み顕著､
焼成時のひ
び割れあり

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

口縁部
5/12 残存、
底部完存

覆土中 D区 SI-6 
一括

益子産

42 6 土師器 
埦か

口径　- 
底径（6.4） 
器高［4.7］

外面 7.5YR5/3 
にぶい褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処
理

胴部外面 ヘラケズリ 
胴部内面 ヘラナデ

口縁～底部
1/2 残存

覆土中 D区 SI-6 
カマド一括

42 7 粗製土器
坏

口径（11.0） 
底径（5.0） 
器高　5.4

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 10YR4/3 
にぶい黄褐

砂粒少量 良好 黒斑あり 口縁部内外面 ヨコナデ 
胴～底部内外面 ナデ・ヘ
ラナデ 
底部 ヘラケズリ

口縁～底部
1/2 残存

覆土中 D区 SI-6 
No.2

42 8 土師器 
甕

口径（23.0） 
底径　- 
器高［37.0］

外面 5YR4/3 
にぶい赤褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫多量 良好 外面 スス付
着

口縁部内外面 ヨコナデ
胴部外面 ヘラケズリ・ナ
デ 
胴部内面 ナデ

口縁～胴部
1/6 残存

覆土中 D区 SI-6 
カマド・カ
マド一括・
SD-70•71
付近

＜ニコ

｀ 
＼ 

□゚D ［口□］0]□ 。ー ・一

こ こ □ II 
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第７節　D区

̙区 SI- ７（第 44図、第 24・26 表、図版一ʓ）

　Ґஔ　調査区中央西側にあたる AH-44・45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-34・42 より古く、

SB-19 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　遺存状況が極めて悪く、西壁は推定ラインであるが、東西方向がわ

ずかに長い方形とみられる。東西 3.6 ｍ、南北 3.2 ｍ、面積は 11.52 ㎡である。壁はほとんど遺存していない。

　ओ࣠ํ　N-0°　෴　２層で地山由来のローム粒子やロームブロックを含む黄褐色土または暗褐色土で

ある。このうち３・４層は貼床の残骸とみられるが、その他は遺存状況がよくないため堆積要因については

不明である。　চ໘　壁に沿って貼床が確認された。貼床構築土にはロームブロックを多く含む土が使用さ

れている。そのほかの部分はローム層を床面にしているとみられる。また竪穴中央部を中心に踏み締まりと

みられる硬化面が確認された。　ப݀　確認できなかった。　ΧϚυ　北壁中央に位置しており、灰褐色

の粘質土で構築された袖の片方と、燃焼部が遺存していた。袖は幅 40㎝、竪穴壁からの長さ 40㎝、高さ５

㎝ほどが遺存していた。燃焼部は竪穴壁から短く張り出しており、底面がわずかに焼土化している。　ग़

Ҩ　北東隅を中心に土師器の破片が出土している。土師器坏１点、甕１点、須恵器坏１点を図示した。２

は底部内面に朱墨が確認された。このほかに土師器坏 15 点 42.91 ｇ、甕 18 点 419.11 ｇ、須恵器坏 12 点

74.14 ｇ、蓋１点 3.66 ｇ、甕９点 176.25 ｇ、壺１点 6.58 ｇ、瓦９点 19.69 ｇが出土している。　ظ࣌　

９世紀中葉。

42 9 土師器 
甕

口径　25.0 
底径　- 
器高［20.0］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫多量 良好 胴部外面 ス
ス付着

口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラケズリ 
胴部内面 ナデ

口縁～胴部
1/6 残存

覆土中 D区 SI-6 
一括

42 10 土師器 
甕

口径（26.2） 
底径（9.0） 
器高　33.5

10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒少量 良好 黒斑あり 口縁部内外面 ヨコナデ
胴部外面上半 ヘラナデ 
胴部外面下半 ケズリ 
胴部内面 ヘラナデ 
底部内面 ナデ 
底部 木葉痕
紐積痕

口縁部
1/4、胴～
底部 1/3 残
存

床面直
上

D区 SI-6 
No.13

42 11 土製品
土鈴

高　4.92　
厚　4.28　
幅　4.41
重　35.53

10YR5/4
にぶい黃褐

砂粒少量 やや 
不良

須恵質 完存 周溝底
面上

D区 SI-6 
No.16

中玉 2点

42 12 編物石か

長　13.4 
幅　5.0 
厚　3.9 
重　376.82

砂岩 ほぼ完存 床面直
上

D区 SI-6 
No.14

43 13 石
（用途不明）

長　9.2 
幅　6.7 
厚　2.8 
重　210.0

チャート 一部欠損　 覆土中 D区 SI-6

43 14 石
（用途不明）

長　7.3 
幅　3.3 
厚　0.8 
重　38.19

泥岩 ほぼ完存 覆土中 D区 SI-6

43 15 石製品
（用途不明）

長　4.8 
幅　3.4 
厚　6.9 
重　17.7

チャート 一部欠損 覆土中 D区 SI-6

43 16 石製品
（用途不明）

長　5.2 
幅　3.2 
厚　1.3 
重　38.03

蛇紋岩 ほぼ完存 覆土中 D区 SI-6

43 17 鉄製品 
鉄鏃

長［12.81］ 
幅［1.66］ 
厚　0.51 
重　14.92

雁股 鉄鏃身部片
方茎部先端
欠損

覆土中 D区 SI-6 
一括
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̙区 SI- ９（第 45図、第 24・27 表、図版一一）

　Ґஔ　調査区中央西側にあたる AH-45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-19 と重複しており、本遺構

が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向にわずかに長い方形で、東西 3.1 ｍ、南北 3.0 ｍ、面積は 9.3 ㎡であ

1
2

3

C C'

D
D'

カマド

A

A'

B
B'

SI-7

SB-42
SB-42

SB-19

SB-19
SB-34

SB-19

1

3

B
B'

A A'

C C'

D
D'

1 2

3
1

3
4

1
3

3
ド
マ
カ

3

2

3

1

1

2

4

2

1

3

4*��
ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̎
̏　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমएׯɻ͠·Γ
　　　　　　　　͋Γɻ೪ੑී௨ɻʢషচʣ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࠇ　̐
　　　　　　　　೪ੑී௨ɻʢషচʣ

4*��　ΧϚυ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　　　ϩʔϜཻ　̍
̎　҉ԫ৭　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ
　　　　　　　　　͚ܽΔɻ
̏　҉৭　　মཻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɺԽཻࢠඍྔɻ͠·Γ
　　　　　　　　　͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢ೩ম෦ʣ
̐　փ৭೪࣭　ϩʔϜཻࢠগྔɺমཻࢠɾփ৭೪ϒϩοΫগྔɻ
　　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢକʣ
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

44 1 土師器 
坏

口径（14.2） 
底径　- 
器高［4.9］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒少量、黒
色粒子微量

良好 内面 黒色処理 内面 ヘラミガキ 
口縁部外面 ロクロナデ
体部外面 ナデか

口縁部
1/3 残存

床面直
上

D区 SI-7 
No.7・8・9・
北東隅

44 2 須恵器 
坏

口径（11.9） 
底径（6.4） 
器高　4.0

10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒少量、黒
色粒子微量

やや 
不良

底部内面 朱墨
か

ロクロ目顕著 一部残存 覆土中 D区 SI-7 産地不明

44 3 土師器 
甕

口径（14.2） 
底径（9.0） 
器高　14.6

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒少量、黒
色粒子微量

良好 スス付着 口縁部内外面 ヨコナデ　
胴部外面上半 ナデ 
胴部下半～底部外面 ヘラ
ケズリ 
内面 ナデ

1/8 残存 床面直
上

D区 SI-7 
No.5・11・
北東隅
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第７節　D区

る。壁は遺存状況の良い部分で 10㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -75° - Ｅ　෴　地山由来のローム粒子を多

く含む暗褐色土および褐色土の３層からなる。いずれも人為的な埋め戻しとみられる。　চ໘　地山である

ローム層を床面としており、やや凹凸が認められる。中央部分では踏み締まりとみられる硬化面が認められ

た。　ப݀　確認できなかった。　ΧϚυ　北壁西寄りと東壁中央にそれぞれ位置しており、前者が古く、

後者が新しいカマドとみられる。いずれも遺存状況が悪く燃焼部の一部と下部の掘方を確認した。北壁に位

置する旧カマドは長軸 70㎝、短軸 60㎝である。覆土には焼土ブロックやロームブロックが多く含まれてい

る。東壁に位置する新カマドは長軸58㎝、短軸 56㎝である。旧カマドと同様に焼土ブロックやロームブロッ

クを多く含む土が堆積している。　ग़Ҩ　土師器高台付坏１点、須恵器甕１点を図示した。このほかに

土師器坏５点 28.39 ｇ、鉢５点 32.46 ｇ、甕 10点 86.93 ｇ、須恵器坏 12点 74.14 ｇ、蓋２点 4.78 ｇ、甕

10点 203.52 ｇが出土している。　9　ظ࣌世紀後半～ 10世紀。

1 2

A A'

B
B'

SI-9

旧カマド

新カマド

SB-19

SB-19

E
'E

C C'

D
D'

旧カマド

1

A A'

B
B'

C C'

D
D'

E
E'

新カマド

1

1

2

3

カマド

1
2

1
2

1

2

3

1

1

SI-9
１　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、白色粒子少量、焼土粒子微量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性欠ける。（埋め戻し）
２　暗褐色土　　ローム粒子少量、白色粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　　（埋め戻し）
３　褐色土　　　ローム粒子やや多量、白色粒子・焼土粒子やや少量。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性欠ける。（埋め戻し）

SI-9　新カマド
１　褐色土　　　ローム粒子・焼土粒子・粘土少量。しまりややあり。粘性やや
　　　　　　　　欠ける。
２　暗橙褐色土　焼土粒子・焼土ブロック多量、白色粒子やや多量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性欠ける。
３　褐色土　　　白色粒子・粘土粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。

SI-9　旧カマド
１　暗褐色土　　焼土粒子・焼土ブロック多量、ローム粒子少量、炭化物粒子微量。
　　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。
２　褐色土　　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや欠ける。粘性欠ける。

0 2m1：80
L=90.00m

0 1m1：40
L=90.00m

0 10cm1：4
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

45 1 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（8.6） 
器高［2.5］

外面 7.5YR4/3　褐 
内面 10YR3/1　黒褐

砂粒少量、礫
若干

良好 坏部底面 黒色
処理

底部外面 ロクロナデ 
内面 ロクロナデ後ヘラミ
ガキ
高台貼付

1/3 残存 床面直
上

D区 SI-9 
No.3

45 2 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［4.1］

5Y6/1　灰 砂粒少量 良好 ロクロナデ
櫛描波状文

一部残存 覆土中 D区 SI-9 産地不明
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第３章　小泉分校裏遺跡

̙区 SI-11・12（第 46図、第 24・28 表、図版一一）

　Ґஔ　調査区東側にあたる AI-43、AJ-43 グリッドに位置する。　ॏෳؔ２　軒の竪穴建物跡が重複して

おり、SI-12 が古く、SI-11 が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が調査区外のため詳細は不明であるが、いず

れも方形を基調とした竪穴建物跡の南西隅部分と考えられる。SI-11 は確認できた範囲で東西 2.5 ｍ以上、南

北3.3ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で10㎝ほどである。SI-12は確認できた範囲で東西1.5ｍ以上、南北2.4

ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分が 30㎝ほどである。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　表土である 1・2層以下

を 10層に分層し、3～ 8層が SI-11 の覆土、9～ 12層が SI-12 の覆土である。SI-11 は６層下の７層から建

て替えの可能性がある。3～ 5・7層は竪穴を覆う土でローム・焼土・炭化物を多く含む。７層は壁溝、6・8

層は旧段階の貼床と考えられる。SI-12 の覆土も地山由来のローム粒子を多量に含んでいる。　চ໘　SI-11・

12 ともにローム層を床面としている。またいずれも壁に沿って幅 20～ 30 ㎝、深さ 10㎝ほどの壁溝が巡っ

ている。　ப݀　SI-12 では柱穴は確認されなかった。SI-11 は床下土坑が３基確認されている。床下土坑

はいずれも不整形で P1は長軸 110 ㎝、短軸 90㎝、深さ 14㎝、P2は長軸 44㎝、短軸 35㎝、深さ 10㎝、

P3 は長軸 110 ㎝、短軸 50㎝以上、深さ 30㎝である。床の構築に関する土坑の可能性がある。　ΧϚυ　

調査した範囲では確認されなかった。　ग़Ҩ　須恵器坏 2点、瓦１点を図示した。１は底面に刻書が確

認されている。このほかに土師器坏 70 点 893.42 ｇ、甕 397.57 ｇ、須恵器坏 75 点 926.58 ｇ、高台付坏

２点 113.2 ｇ、蓋４点 19.15 ｇ、甕 23 点 153.02 ｇが出土している。　ظ࣌　SI-11 は９世紀第１四半期、

SI-12 は９世紀後葉。

1 2 3

SI-11 SI-12

調
査
区
外

SI-12

SI-11

P1

P2

P3

B

B'B'

A
A'

1

13

14 15
16

1
2

5
4

3
6

7
8

9
10

1112

7

P1

11
-I
S

21
-I
S

B B'

A
A'

4*���ŋ��
̍� փ৭　　ϩʔϜཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̎� փ৭　　ϩʔϜཻࢠগྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̏� ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠɾԽཻࢠগྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
̐� ඍྔɻࢠগྔɺԽཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫɾমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̑� ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠଟྔɺփ৭ཻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
̒� ଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
̓� ʣߔଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢนࢠ৭　　ϩʔϜཻ໌
̔� ҉ԫ৭　ϩʔϜϒϩοΫͱ৭ͷࠞ߹ɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ೪ੑඇৗʹ͋Γɻ
গྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̕
��� ɾϩʔϜϒϩοΫͷࠞೖཱ͕ͭɻࢠɻ�ΑΓϩʔϜཻࣅྨʹ৭　　�҉
��� փ৭　　ϩʔϜϒϩοΫɾ৭ϒϩοΫͷࠞ߹ɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ೪ੑඇৗ
　　　　　　　　ʹ͋Γɻ
��� ҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ೪ੑඇৗʹ͋Γɻ
��� ৭ϒϩοΫগྔɻ͠·ΓࠇଟྔɺϩʔϜϒϩοΫɾࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉
　　　　　　　　͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ
��� ৭ϒϩοΫඍྔɻ͠·ΓࠇଟྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɺࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　　͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
��� ԫ৭　　ϩʔϜϒϩοΫओମɻࠇ৭ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
��� ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠগྔɺমཻࢠ৭ཻࠇଟྔɺࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
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第７節　D区

̙区 SI-13（第 47・48 図、第 24・29 表、図版一一・一一三）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AI・AJ-44 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-49 と重複しており、本遺

構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向にわずかに長い方形である。東西 3.4 ｍ、南北 3.6 ｍ、面積は 12.24

㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 30 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -60° - Ｅ　෴　３層確認した。

暗褐色土または明褐色土が堆積しており、レンズ状の堆積状況を示している。　চ໘　貼床等は認められず

ローム層を床面としており、平坦に作られている。カマド前面を中心に踏み締まりとみられる硬化面が形成

A A'

B
B'

C C'

D
D'

カマド

カマド掘方3

2
1

1
2

3
3

3
1

2
ド
マ
カ

49-BS

5
6

1
2

3

1

2
3

4
7

8
9 9

9
8

8
7

4*���
গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̍
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̎
　　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
ඍྔɻࢠɾԽཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ໌　̏
　　　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ

4*���　ΧϚυ
̍　փ৭　　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺমཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̎　҉৭　　মཻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢྲྀೖʣ
̏　৭　　　মɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻʢ೩ম໘ʣ
̐　փ৭࣭࠭　ϩʔϜɾ࠭ࢁଟྔɺমཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକ่མʣ
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̑
　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢྲྀೖʣ
̒　҉ԫ৭　　ϩʔϜϒϩοΫओମɻমཻࢠඍྔɻ͠ ·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻʢԎಓఱҪʣ
̓　҉৭　　ϩʔϜཻࢠɾমཻࢠଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
̔　҉ԫ৭　　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫओମɻমཻࢠɾ৭ཻࢠগྔɻ͠·Γ
　　　　　　　　　͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣࢠɾমཻࢠ৭ཻଟྔɺࢠ৭　　　ϩʔϜཻ໌　̕
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SI-13
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

46 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［2.4］

10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、赤
色粒子微量

良好 刻書あり「－」
か 

ロクロ目顕著 底部 1/4
残存

壁周溝
上

D区 SI-11 
No.6

益子産

46 2 女瓦

厚　2.7 
重　116.92 

外面 10YR6/3 
にぶい黄橙 
内面 10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒・礫多量 やや
不良

凸面 格子タタキ 
凹面 糸切り痕

一部残存 覆土中 D区 SI-11 
フク土中

46 3 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.4） 
器高［1.2］

10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒少量 不良 体～底部
一部残存

覆土中 D区 SI-12 産地不明
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第３章　小泉分校裏遺跡

されている。また壁に沿って幅 20 ～ 30 ㎝、深さ 10 ㎝の壁溝が巡っている。　ப݀　確認できなかっ

た。　ΧϚυ　北東壁南寄りに位置しており、ロームブロックを主体とした暗褐色土で構築された両袖と燃

焼部と煙道が遺存していた。袖は幅 40㎝、竪穴壁からの長さ 50㎝、高さ 30㎝、両袖間の幅 30㎝である。

燃焼部は良く焼けており、底面は赤褐色に焼土化している。煙道は竪穴壁から短く張り出しており、緩やか

な立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　須恵器坏３点、蓋１点、甕１点を図示した。３点の坏はヘラ切り後、ヘ

ラケズリに近い回転ナデで底面を調整している。須恵器はすべて益子産である。このほかに土師器甕 13 点

397.57 ｇ、須恵器坏 67点 874.57 ｇ、蓋８点 88.08 ｇ、高台付坏２点 113.2 ｇ、甕 13 点 77.77g、壺１点

10.95 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀第４四半期。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

48 1 須恵器 
坏

口径（13.3） 
底径　9.0 
器高　3.4

外面 2.5Y6/3 
にぶい黄 
内面 10YR6/2 
灰黄褐

砂粒・礫少量 良好 底部 ヘラ切り後回転ナデ 口縁部
1/3 残存、
底部完存

床上約
6㎝

D区 SI-13 
No.9

益子産

48 2 須恵器 
坏

口径（13.6） 
底径（8.6） 
器高　3.3

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒多量、礫
若干

良好 ロクロ目内面顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

口縁部
1/8、底部
1/4 残存

床上約
4㎝

D区 SI-13 
No.7

益子産

48 3 須恵器 
坏

口径（13.6） 
底径（9.8） 
器高　3.5

外面 10Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

口縁～体
部 1/4 残
存

床上約
10㎝

D区 SI-13 
No.10

益子産

48 4 須恵器 
蓋

口径（15.7） 
底径　- 
器高［2.2］

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒少量、礫
若干

良好 つまみの痕跡
あり

ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ

1/4 残存 床面直
上

D区 SI-13 
No.11・一
括

益子産

48 5 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［9.5］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 自然釉付着 胴部外面 平行タタキ
胴部内面当て具痕
ナデ消し

胴部一部
残存

覆土中 D区 SI-13 
D

益子産

三 ソ’
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第７節　D区

̙区 SI-14（第 49~55 図、第 24・30 表、図版一一 ・ 一二 ・ 一一三 ・ 一一四 ・ 一一五 ・ 一四八）

　Ґஔ　調査区南部にあたるAI-46・47、AJ-46グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-28、SD-1と重複しており、

本遺構が新しい。また主柱穴やカマドの調査所見から、一度建て替えられたと考えられる。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　南北方向にわずかに長い方形で、東西 7.8 ｍ、南北 8.0 ｍ、面積は 62.4 ㎡である。壁は遺存状況の良い

部分で 20㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -67° -E　෴　ロームブロックや焼土粒子を多く含む土を主体と

しており、２・３層は人為的な埋め戻しとみられる。　চ໘　貼床等は認められず、ローム層を床面として

おり、比較的平坦に作られている。また壁に沿って幅 20㎝、深さ 10㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀

　主柱穴とみられるもの（P1～ 4）のほかに、性格不明なもの（P5）と、壁柱穴（P7～ 17）、が認められた。

主柱穴はいずれも楕円形を基調としており、いずれも１度建て替えを行ったとみられる。柱穴の重複状況か

ら古い柱穴の南側に新しい柱を立てた様子が窺える。柱穴の規模はP1が長軸140㎝、短軸110㎝、深さ80㎝、

P2は長軸 120 ㎝、短軸 110 ㎝、深さ 70㎝、P3が長軸 110 ㎝、短軸 100 ㎝、深さ 80㎝、P4が長軸 150 ㎝、

短軸」110 ㎝、深さ 60㎝である。なお P3を除いて直径 20㎝ほどの柱痕跡が確認されている。壁柱穴とみ

られるものは北カマド両脇（P7・８）、東カマド周辺（P9～ 14）、張り出し部分（P15 ～ 17）にそれぞれ位

置している。規模はいずれも直径 20～ 30 ㎝、深さ 50㎝ほどである。P7～ 14 はカマド部分の上屋傾斜を

変えるものと推測される。　ஷଂ݀　貯蔵穴または甕据穴とみられる P6は南壁中央に位置している。平面形

は東西方向に長い長方形で規模は長軸 120 ㎝、短軸 100 ㎝、深さは 10 ～ 20㎝ほどと浅い。なお P6に接し

て床面に粘土ブロックが確認されており、本施設に関連するものの可能性がある。　ுΓग़͠　南壁中央部

分に位置し、幅 1.9m、竪穴壁ラインから 50㎝ほど外側に張り出している。前述した貯蔵穴および壁柱穴と

接している。大甕を据えた場所か。　ΧϚυ　カマドは北壁中央および東壁中央に位置している。全体的な

遺存状況から、北カマドが古く、東カマドがやや新しいとみられる。北壁の旧カマドは灰褐色・明灰色の砂

質土で構築された両袖と燃焼部・煙道が遺存していた。袖は幅 50～ 65 ㎝、竪穴壁からの長さ 70㎝、高さ

両袖間の長さ 75㎝である。カマドに向かって右側の袖の遺存率が高い。燃焼部は底面および袖の内側が焼土

化している。煙道は竪穴壁から短く延びている。東壁の新カマドは灰色の砂質土で構築された両袖と燃焼部、

煙道の一部が遺存していた。袖の幅は 50㎝、竪穴壁からの長さ 50㎝、両袖間の長さ 43㎝である。燃焼部

底面は非常に良く焼けており、赤褐色に焼土化している。　ग़Ҩ　建物の中央から南西部から土師器の

甕や須恵器の坏などの多量の遺物が出土している。多くは覆土中～上層にかけてである。土師器坏２点、高

台付坏１点、鉢１点、甕６点、須恵器坏 30点、高台付坏 7点、盤 3点、捏鉢 1点、蓋 10点、甕 4点、甑 5点、

陶器蓋 1点、土製支脚１点、瓦９点、カマド構築材１点、土製紡錘車１点、鉄製品４点を図示した。13 と

50 には墨書、５と 14には「-」、36 の底部には「井」に類似した刻書が確認された。41・43 は転用硯の可

能性が高く、底部の内面は平滑で赤色物が付着する。72は土製支脚の一部である。75・76・79 は被熱を受

けており、その他の瓦も含め、瓦のほとんどはカマドで使用されたものと推測される。83は土製紡錘車である。

84は釘、85・86 は刀子で、85は木質部が残存する。87はほぼ完形の鎌である。このほかに、土師器坏７

点 90.76 ｇ、高台付坏１点 5.95 ｇ、鉢１点 25.97 ｇ、埦１点 9.09 ｇ、甕 1202 点 14387.6 ｇ、甑１点 7.08 ｇ、

須恵器坏 1012 点 6405.39 ｇ、高台付坏 18点 181.06 ｇ、高坏１点 30.05 ｇ、蓋 202 点 1980.83 ｇ、鉢１

点 16.67 ｇ、捏ね鉢 18.18 ｇ、皿１点 47.19 ｇ、甕 157 点 3057.12 ｇ、壺３点 247.05 ｇ、長頸壺 72.04

ｇ、甑 13点 507.19 ｇ、粗製土器２点 41.19 ｇ、瓦８点 1869.85 ｇ、内耳土器２点 63.01 ｇが出土している。

。９世紀中葉　ظ࣌　
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第３章　小泉分校裏遺跡

D
D'

A A'

B
B'

C

C'

撹乱

SI-14

SD-1

SI-28

P1

P4

P2

P3
P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15P16P17

旧カマド

新カマド

12

6 11

12
13

15

17

18

19

21
22

23
24

33

35
41

42

43 28

46
50

51

52

64

69

71

57

60

72

83

70

76

27

77

78

79

81
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84

87

A A'

B B'

C C'

D
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P1 P2

P1
6

P6

P4 P3P5

5
2

3
2

7
7

1
6

2521 17

148
9
11

12

13

15

16
12

13
10

22
23

24
23

24

18

19

20

カマド 撹乱

カ
マ
ド

2
4

1

8370 78
84

50 21 18

76

64
72

79 22

57

11 46
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35
4312

33
4251
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82 876971
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1
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第７節　D区
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第 �0ද　%۠ 4*�1� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石

質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 
状態

出土 
状態 注記 産地・備

考

50 1 土師器 
坏

口径（11.0） 
底径（6.5） 
器高　3.6

5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫
微量

良好 内面 ヘラミガキ 
口縁部外面 ロクロナデ 
体～底部 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/5、底部
1/2 残存

床上約
4㎝

D区 SI-14 
No.65

益子産

50 2 土師器 
坏

口径（10.2） 
底径（6.4） 
器高　3.5

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 外面 ロクロ目顕著 
体部下端 回転ヘラケズリ 
底部 ヘラ切り

口縁～体
部 1/6 残
存

床上約
20㎝

D区 SI-14 
No.10

益子産

50 3 須恵器 
坏

口径　13.4 
底径　6.5 
器高　4.3

2.5Y3/1 
黒褐

砂粒・礫
少量

良好 黒色物付着 ロクロ目顕著 
体部下端 回転ヘラケズリ 
底部 切り離し不明後一方向
ヘラケズリ

完形 覆土中 D区 SI-14 益子産

50 4 須恵器 
坏

口径（13.2） 
底径　6.3 
器高　4.6

5Y4/1 
灰

砂粒・礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後一方向ヘラ
ケズリ

口縁部
1/3 残存、
底部完存

覆土中 D区 SI-14 益子産

50 5 須恵器 
坏

口径　13.3 
底径　6.4 
器高　3.8

5Y4/1 
灰

砂粒・礫
多量

良好 刻書あり「－」ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ヘラケズリ

ほぼ完形 覆土中 D区 SI-14 益子産

50 6 須恵器 
坏

口径（11.2~13.2） 
底径　7.4 
器高　4.2 ～ 4.6

外面 5Y4/1 
灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒多量、
礫少量

良好 全体的に歪み
あり

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

1/2 残存 床上約
18㎝

D区 SI-14 
No.28

益子産

50 7 須恵器 
坏

口径（13.4） 
底径　7.2 
器高　4.3

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量、
礫少量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～体
部 5/16、
底部 5/8
残存

覆土中 D区 SI-14 
C 一括

益子産

50 8 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径　6.6 
器高　4.0

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y5/3 
黄褐

砂粒・礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/12、底
部 2/3 残
存

覆土中 D区 SI-14 益子産

50 9 須恵器 
坏

口径（12.2） 
底径（6.8） 
器高　4.1

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒・礫
少量

やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り

1/2 残存 覆土中 D区 SI-14 益子産

50 10 須恵器 
坏

口径（13.1） 
底径　6.8 
器高　3.9

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒・礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/6、底部
1/2 残存

覆土中 D区 SI-14 
北東柱穴

益子産

50 11 須恵器 
坏

口径（13.2） 
底径　6.4 
器高　4.1

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 7.5YR4/1 
褐灰

砂粒・礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 回転ヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/3 残存、
底部完存

床上約
16㎝

D区 SI-14 
No.30

益子産

50 12 須恵器 
坏

口径（13.2） 
底径　7.0 
器高　4.2

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫
微量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後手持ちヘラ
ケズリ

口縁部
1/5 残存、
底部完存

床上約
15㎝

D区 SI-14 
No.60・62

益子産

51 13 須恵器 
坏

口径　13.3 
底径　6.8 
器高　4.7

外面 5YR4/3 
にぶい赤褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒多量 不良 墨書あり「帀」
か則天文字
「天」

ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ヘラケズリ

3/4 残存 床上約
16㎝

D区 SI-14 
No.52

益子産

51 14 須恵器 
坏

口径　13.1 
底径　6.3 
器高　4.3

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒・礫
微量

良好 刻書あり「－」ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

1/3 残存 覆土中 D区 SI-14 益子産

51 15 須恵器 
坏

口径　14.1 
底径　6.3 
器高　4.7

外面 10YR7/2 
にぶい黃橙 
内面 2.5Y7/2 
灰黄

砂粒少量 良好 ロクロ目顕著 一部欠損 床上約
5㎝

D区 SI-14 
No.66

益子産

51 16 須恵器 
坏

口径（13.6） 
底径　6.6 
器高　4.0

外面 2.5Y6/4 
にぶい黃 
内面 7.5YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒微量 やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

1/3 残存 覆土中 D区 SI-14 益子産

51 17 須恵器 
坏

口径（13.7） 
底径　6.8 
器高　4.3

外面 10YR4/2 
灰黄褐 
内面 10YR6/4 
にぶい黃橙

砂粒・礫
少量

やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 一方向ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/3、底部
1/2 残存

床上約
18㎝

D区 SI-14 
No.58

益子産

51 18 須恵器 
坏

口径（12.7） 
底径　6.6 
器高　3.4

7.5YR4/3 
褐

砂粒少量 不良 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切りナデ

口縁部一
部残存、
底部完存

床上約
12㎝

D区 SI-14 
No.45

益子産

51 19 須恵器 
坏

口径（13.1） 
底径（7.1） 
器高　4.2

外面 10YR5/1 
褐灰 
内面 2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部一
部、底部
1/3 残存

床上約
4㎝

D区 SI-14 
No.68

益子産

51 20 須恵器 
坏

口径（12.6） 
底径（7.4） 
器高　3.4

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒・礫
微量

不良 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

3/8 残存 覆土中 D区 SI-14 益子産

51 21 須恵器 
坏

口径（13.7） 
底径（6.8） 
器高　4.6

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒多量、
礫若干

やや 
不良

ロクロ目顕著 
体部下端 回転ヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部一
部、体～
底部 1/3
残存

床上約
15㎝

D区 SI-14 
No.46

益子産

51 22 須恵器 
坏

口径（12.2） 
底径（6.3） 
器高　3.9

2.5Y4/1 
黄灰

砂粒・礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 切り離し不明後ナデ

3/8 残存 床上約
12㎝

D区 SI-14 
No.55

益子産
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51 23 須恵器 
坏

口径（12.0） 
底径（6.0） 
器高　4.5

外面 2.5Y4/2 
暗灰黄 
内面 5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒多量 やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 糸切り

口縁部
1/8、体～
底部 1/4
残存

床上約
16㎝

D区 SI-14 
No.74

益子産

51 24 須恵器 
坏

口径（11.2） 
底径（6.9） 
器高　5.0

外面 5Y6/1 
灰 
内面 10YR6/2 
灰黄褐

砂粒・礫
少量

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 1/2 残存 床上約
16㎝

D区 SI-14 
No.4

益子産

51 25 須恵器 
坏

口径（12.6） 
底径（6.9） 
器高　4.2

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒多量、
礫微量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/3 残存、
底部完存

覆土中 D区 SI-14 堀ノ内産
か

51 26 須恵器 
坏

口径（12.7） 
底径（7.0） 
器高［3.4］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒微量・
黒雲母若
干

やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 ヘラケズリか

口縁～体
部 1/4、
底部一部
残存

覆土中 D区 SI-14 
C 一括

堀ノ内産

51 27 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.8） 
器高［3.8］

外面 2.5Y6/3 
にぶい黄 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒微量、
白雲母若
干

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 ヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

底部ほぼ
完存

覆土中 D区 SI-14 
No.43

堀ノ内産

51 28 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.2） 
器高［3.3］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒微量、
礫若干

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 ヘラケズリ 
底部 ヘラナデ

体～底部
1/4 残存

覆土中 D区 SI-14 
No.72

堀ノ内産

51 29 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.8） 
器高［3.4］

2.5Y4/1 
黄灰

砂粒微量、
礫若干

良好 体部下端 ヘラケズリ 
底部 回転ヘラ切り後ナデ

体部一部、
底部 1/2
残存

覆土中 D区 SI-14 
B 一括

堀ノ内産

51 30 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［2.9］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 7.5Y6/2 
灰褐

砂粒微量 良好 体部下端 ヘラケズリ 
底部 手持ちヘラケズリ

体部 1/2、
底部 2/3
残存

覆土中 D区 SI-14 
B 一括・C
一括

堀ノ内産

51 31 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［2.4］

2.5YR5/2 
灰赤

砂粒微量、
礫若干

良好 底部 回転ヘラ切り後ナデ 体部一部、
底部 1/3
残存

覆土中 D区 SI-14 
C 一括

堀ノ内産

51 32 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［1.6］

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒微量、
礫若干

良好 体部下端 ヘラケズリ 
底部 回転ヘラ切り後ナデ

体部一部、
底部 1/4
残存

覆土中 D区 SI-14 
D 一括

堀ノ内産

51 33 土師器 
高台付坏

口径（11.6） 
底径（5.8） 
器高　5.7

外面 10YR7/4 
にぶい黄橙 
内面 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 
外面 磨滅・被
熱

外面 · 内面 ヘラミガキ
高台貼付

口縁部
1/4、体部
3/4、底部
1/6 残存

床上約
22㎝

D区 SI-4 
No.5

51 34 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　10.0 
器高［5.0］

2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 回転ヘラケズリ
高台貼付

口縁部欠
損

覆土中 D区 SI-14 
北西柱穴

益子産

51 35 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（9.3） 
器高［2.3］

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 回転ヘラケズリ
高台貼付

底～高台
部 1/2 残
存

床上約
23㎝

D区 SI-14 
No.8

益子産

51 36 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　6.8 
器高［2.0］

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・礫
少量

良好 刻書あり「井」底部 回転ナデ
高台貼付

底部完存 覆土中 D区 SI-14 益子産

51 37 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（8.8） 
器高［2.4］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒少量、
黒雲母・
白雲母微
量

良好 底部 ナデ
高台貼付

底～高台
部 1/2　
残存

覆土中 D区 SI-14 南那須産
か

51 38 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（8.2） 
器高［2.9］

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫
微量

良好 坏底部内面一
部 油煙付着

底部 回転ヘラ切り後ナデ
高台貼付

坏体部一
部、坏底
部完存、
高台 1/2
残存

覆土中 D区 SI-14 堀ノ内産

51 39 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（7.2） 
器高［1.7］

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒微量、
黒色粒子・
赤色粒子
若干

良好 底部 回転ヘラ切り後ナデ
高台貼付

坏底部完
存

覆土中 D区 SI-14 堀ノ内産 
高台取れ
た後も使
用か

51 40 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（6.4） 
器高［1.6］

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒微量 良好 底部 ナデ
高台貼付

体～底部
一部残存

覆土中 D区 SI-14 
C 一括

堀ノ内産

52 41 須恵器 
盤

口径（19.6） 
底径（15.2） 
器高　4.0

外面 5Y4/1 
灰 
7.5YR4/2 
灰褐 
内面 2.5Y5/1 
黃灰

砂粒・礫
少量

良好 底部外面 朱墨
付着
内面摩耗

ロクロ目顕著 
底部 回転ヘラケズリ
高台貼付

口縁部
1/4、体～
底部 1/2
残存

床上約
12㎝

D区 SI-14 
No.64

益子産
転用硯

52 42 須恵器 
盤

口径　- 
底径（9.2） 
器高［3.6］

2.5Y5/2 
暗黄灰

砂粒・礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 回転ナデ
高台貼付

体～底部
1/2 残存

床上約
15㎝

D区 SI-14 
No.63

堀ノ内産
か

52 43 須恵器 
盤

口径　- 
底径（12.4） 
器高［1.9］

外面 2.5Y5/1 
灰 
内面 10YR5/1 
褐灰

砂粒微量 良好 底部内面 滑ら
か 
赤色物付着

高台貼付 底～高台
部一部残
存

床上約
23㎝

D区 SI-14 
No.71

転用硯か

52 44 須恵器 
捏鉢か

口径　- 
底径　8.0 
器高［2.3］

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 7.5YR6/2 
灰褐

砂粒微量 良好 内外面 ナデ 底部完存 覆土中 D区 SI-14 益子産

52 45 土師器 
鉢

口径　- 
底径　- 
器高［8.3］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 N2/ 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 胴部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

体部一部
残存

覆土中 D区 SI-14 鉄鉢形

52 46 須恵器 
蓋

口径　13.6 
器高　3.0

外面 5Y6/2 
灰オリーブ 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒少量、
礫若干

良好 内面 ロクロ目顕著 口縁部一
部欠損

床上約
15㎝

D区 SI-14 
No.57・A
一括

益子産
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52 47 須恵器 
蓋

口径（17.2） 
器高　3.6

2.5Y6/3 
にぶい黄

砂粒・礫
少量

やや 
不良

天井部 回転ヘラケズリ 口縁端～
天井部
1/2 残存

覆土中 D区 SI-14 益子産

52 48 須恵器 
蓋

口径（12.4） 
器高　3.4

外面 2.5Y6/2 
灰黃 
内面 2.5Y5/2 
灰黃

砂粒・礫
多量

良好 ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ

口縁端～
天井部
1/3 残存

覆土中 D区 SI-14 益子産

52 49 須恵器 
蓋

口径（15.5） 
器高　2.8

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 7.5Y5/1 
灰 
N4/0 
灰

砂粒・礫
多量

良好 ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ

口縁端～
天井部
1/4 残存

覆土中 D区 SI-14 
C 一括

益子産

52 50 須恵器 
蓋

口径　18.0 
器高　3.3

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 10YR5/3 
黄褐

砂粒・礫
微量

やや 
不良

墨書あり「帀」
か則天文字
「天」

ロクロ目顕著 口縁端部
1/2 欠損

床上約
8㎝

D区 SI-14 
No.20

益子産

52 51 須恵器 
蓋

口径（14.2） 
器高　2.9

外面 2.5Y7/4 
浅黄 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒少量 不良 スス付着 ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ 

口縁端～
天井部
1/4 残存

床上約
16㎝

D区 SI-14 
No.41

益子産

52 52 須恵器 
蓋

口径　- 
器高［1.9］

外面 2.5Y5/1 
黃灰 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒・礫
少量

良好 天井部
1/2 残存

床上約
12㎝

D区 SI-14 
No.69

益子産

52 53 須恵器 
蓋

口径　- 
器高［2.6］

外面 7.5YR7/4 
にぶい橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫
少量、黒
色粒子若
干

不良 天井部 回転ヘラケズリ 天井部
5/8 残存

覆土中 D区 SI-14 
B 一括

益子産

52 54 須恵器 
蓋

口径　- 
器高［3.5］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒少量 良好 ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ 

天井部
1/4 残存

覆土中 D区 SI-14 
一括

益子産

52 55 須恵器 
蓋

口径　- 
器高［1.7］

外面 5Y5/1 
灰 
内面 7.5Y5/1 
灰

砂粒少量 良好 つまみ残
存

覆土中 D区 SI-14 益子産

52 56 灰釉陶器か 蓋

口径（13.0） 
底径　- 
器高［1.9］　　　

2.5Y6/2 
灰黄

微石粒若
干

良好 8/1 残存 
つまみ欠
損

覆土中 D区 SI-14 東濃産 

52 57 須恵器 
甑か

口径　31.8 
器高［17.5］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒・礫
少量

良好 口縁部外面 ロクロナデ 
体部外面 ナデ 
体部内面指痕か

底部欠損 ほぼ床
面直上

D区 SI-14 
No.15・54・
D一括

益子産

52 58 須恵器 
甑か

口径（27.2） 
器高［10.7］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黃灰

砂粒・礫
少量

良好 口縁部 ロクロナデ 
体部外面 平行タタキ 
体部内面 ナデ

口縁部一
部残存

覆土中 D区 SI-14 益子産

52 59 須恵器 
甑か

口径（21.2） 
底径　- 
器高［5.6］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫
少量

良好 口縁部内外面 ロクロナデ 
体部外面 平行タタキ

口縁～体
部上位
1/12 残存

覆土中 D区 SI-14 益子産

52 60 須恵器 
甑か

口径　- 
底径　- 
器高［7.3］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒・礫
少量

良好 体部 ナデ 体部 1/5
残存

床上約
18㎝

D区 SI-14 
No.2・3

益子産

53 61 須恵器 
甑

口径　- 
底径（15.2） 
器高［8.3］

外面 2.5Y2/1 
灰白 
内面 2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量、
礫微量、
白雲母・
黒色粒子
少量

良好 胴部外面 ナデ 
底部外面 ヘラケズリ 
胴～底部内面 ナデ

胴～底部
一部残存

覆土中 D区 SI-14 益子産

53 62 土師器 
甕

口径（20.4） 
底径　- 
器高［8.6］

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒微量 良好 口縁部内外面 ヨコナデ 
胴部内面 ヘラナデ

口縁～胴
部 1/4 残
存

覆土中 D区 SI-14

53 63 土師器 
甕

口径（18.2） 
底径　- 
器高［6.8］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒微量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部一
部残存

覆土中 D区 SI-14 
南西柱穴

53 64 土師器 
甕

口径（21.2） 
底径　- 
器高［6.3］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒・礫
多量、白
雲母少量

良好 内外面 黒化 口縁部内外面 ヨコナデ 
胴部 ナデか

口縁部
1/6 残存

床上約
14㎝

D区 SI-14 
No.49

53 65 土師器 
甕

口径（19.5） 
底径　- 
器高［8.4］

外面 10YR4/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR4/4 
褐

砂粒多量 良好 口縁部内外面 ヨコナデ　胴
部 ナデ

口縁部一
部残存

覆土中 D区 SI-14 
一括

53 66 土師器 
甕

口径（12.8） 
底径　- 
器高［4.4］

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒・礫
微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部内面 ナデ

口縁部一
部残存

覆土中 D区 SI-14 
C 一括

53 67 土師器 
甕

口径（17.1） 
底径　- 
器高［2.5］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫
多量、白
雲母少量

良好 口縁部 ヨコナデ 口縁部一
部残存

覆土中 D区 SI-14 
北西柱穴

53 68 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［9.3］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 7.5YR5/2 
灰褐

砂粒少量 良好 自然釉付着 胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

頸部一部
残存

覆土中 D区 SI-14 益子産か
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̙区 SI-16（第 56図、第 24表、図版一二）

　Ґஔ　調査区南部 AJ・AK-47 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-17 と重複し、本遺構が古い。　ฏ໘

　東壁の大部分が失われているが、痕跡から東西方向にわずかに長い方形で、東西نঢ়ɾܗ 3.1m、南北 2.8m、

面積は 62.4 ㎡である。遺存状況が悪く壁はほとんど残されていない。　ओ࣠ํ　Ｎ -25° - Ｗ　চ໘　１

53 69 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［8.5］

外面 5Y5/1 
黃灰 
内面 2.5Y6/2 
灰黃

砂粒・礫
少量

良好 内面 自然釉　
付着

ロクロナデ
櫛描波状文 

口縁部一
部残存

床上約
8㎝

D区 SI-14 
No.75

益子産

53 70 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［4.5］

7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・白
雲母少量、
赤色粒子
若干

やや 
不良

頸部外面 ロクロナデ　
頸部内面 ヘラナデ

頸部一部
残存

床面直
上

D区 SI-14 
No.24

新治産

53 71 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.5］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒少量、
白雲母微
量

やや 
不良

内面 剥離 胴部外面 格子タタキ 胴部一部
残存

床上約
15㎝

D区 SI-14 
No.53

新治産

53 72 土製支脚

最大長　7.2 
最大幅　4.6 
厚　1.4

外面 5YR4/4 
にぶい赤褐 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫
少量、黒
色粒子若
干

良好 ヘラナデ 一部残存 床上約
20㎝

D区 SI-14 
No.32

53 73 男瓦

厚　1.7 
重　227.21

外面 10YR5/2 
灰黄褐 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫
多量

良好 凸面 ヨコヘラケズリ 
凹面 布目痕・ナデ 
側面 ヘラケズリ・面取 
広端面 ヘラケズリ

一部残存 覆土中 D区 SI-14

53 74 女瓦

厚　2.2 
重　142.01

外面 5Y4/1 
灰 
内面 5Y5/2 
灰オリーブ

砂粒多量、
礫少量

良好 凸面 縄タタキ 
凹面 布目痕
側面 ヘラケズリ

一部残存 覆土中 D区 SI-14

53 75 女瓦

厚　2.3 
重　175.98

外面 7.5Y6/6 
橙 
内面 7.5Y6/6 
橙

砂粒・礫
少量

良好 被熱 凸面 縄タタキ 
凹面 布目痕・ケズリ 
側面 ナデ

一部残存 覆土中 D区 SI-14

53 76 面戸瓦

厚　1.8 
重　299.66

外面 2.5Y7/2 
灰黄 
内面 2.5Y7/2 
灰黄

砂粒多量 やや
不良

被熱 凸面 縄タタキ 
凹面 布目痕・ナデ 
側面 ケズリ 
端面 ナデ

一部残存 床上約
16㎝

D区 SI-14 
No.44

54 77 女瓦

厚　2.8 
重　467.78

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 7.5Y5/1 
灰

砂粒・礫
多量

良好 凸面 格子タタキ 
凹面 糸切痕・ヘラケズリ 
側面 ヘラケズリ

一部残存 床上約
8㎝

D区 SI-14 
No.70

54 78 女瓦

厚　1.9 
重　234.01

外面 7.5YR5/1 
褐灰 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒・礫
多量

良好 凸面 格子タタキ 
凹面 布目痕・糸切痕・
        ヘラケズリ 
側面 ヘラケズリ・面取 
挟端面 ヘラケズリ・面取

一部残存 床面直
上

D区 SI-14 
No.59

54 79 女瓦

厚　1.8 
重　492.91

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 7.5YR6/6 
橙

砂粒・礫
多量

良好 被熱 凸面 格子タタキ・ナデ 
凹面 糸切痕 
側面 ヘラケズリ・面取 
広端面 ヘラケズリ

一部残存 床上約
15㎝

D区 SI-14 
No.47

54 80 女瓦

厚　1.7 
重　882.37

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 N4/0 
灰

砂粒・礫
多量

良好 凸面 格子タタキ後一部ナデ 
凹面 布目痕・糸切痕 
側面 ヘラケズリ・面取 
端面 ヘラケズリ

一部残存 覆土中 D区 SI-14

55 81 女瓦

厚　2.7 
重　3076.20

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒多量 やや
不良

凸面 格子タタキ後ナデ 
凹面 布目痕・糸切痕・
　　 布とじ痕・ナデ 
側面 ヘラケズリ・面取 
挟端面 ヘラケズリ・面取

一部残存 床面直
上

D区 SI-14 
No.78

55 82 カマド
構築材か

長　14.1 
幅　11.4 
厚　7.5 
重　1155.6

砂岩 黒色物付着
（タール状）

一部残存 床面直
上

D区 SI-14 
No.76

55 83 土製
紡錘車

径　5.0 
厚　2.1 
孔径　0.7 
重　50.96

5YR5/6 
明赤褐

砂粒少量 良好 ナデ ほぼ完形 床上約
4㎝

D区 SI-14 
No.26

55 84 鉄製品 
紡錘車

長［4.46］ 
幅　0.42 
厚　0.39 
重　1.79

一部残存 床上約
10㎝

D区 SI-14 
No.35

55 85 鉄製品 
刀子

長［7.23］ 
幅　0.91 
厚　0.36 
重　11.89

木質部
残存

覆土中 D区 SI-14

55 86 鉄製品 
刀子

長［5.07］ 
幅　0.78 
厚　0.33 
重　5.41

一部残存 覆土中 D区 SI-14 
一括

55 87 鉄製品 
鎌

長　21.80 
幅　3.99 
厚　0.47 
重　107.36

ほぼ完存 床面直
上

D区 SI-14 
No.77



－ 83－

第７節　D区

̙区 SI-23（第 57図、第 24・31 表、図版一二 ・ 一三 ・ 一一五）

　Ґஔ　調査区東部にあたる AJ・AK-45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-27 と重複しており、本遺構

が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向にわずかに長い方形で、東西 3.1m、南北 3.2m、面積は 9.92 ㎡である。

壁は遺存状況の良い部分で 15㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｗ　෴　ローム粒子を多く含む暗褐色土

が２層認められる。　চ໘　貼床等は認められず、ローム層を床面としており、部分的に凹凸が認められる。

全体的に踏み締まりによるとみられる硬化面が形成されている。また壁に沿って幅 20 ～ 40 ㎝、深さ 10㎝

ほどの壁溝が巡る。　ப݀　確認できなかった。　ΧϚυ　北西隅付近に位置しており、灰赤褐色および

黒褐色の粘質土を積んで構築した袖と竪穴壁から細長く延びる煙道を確認した。袖は幅 25㎝、竪穴壁からの

長さ 40㎝、高さ 10㎝、両袖間の長さ 20㎝である。煙道は 25㎝ほどの幅で、竪穴外に１mほど延びている。

覆土は 11層確認され、カマドの構築土および崩落土と機能停止後に流入した土で構成される。　ग़Ҩ　

層で、貼床構築土の残骸とみられる。床面は凹凸が目立つ。部分的に硬化した範囲が認められた。　ப݀

　北西隅に位置しており、平面形は不整な円形である。直径 50㎝、深さ 48㎝、底面は平坦で壁はほぼ垂直

に立ち上がっている。覆土は黒色系の土を主体として構成される。　ΧϚυ　北壁に位置しているが、遺存

状況が極めて悪くわずかな焼土面と掘方のみが遺存していた。掘方は不整な楕円形で長軸 1.1 ｍ、短軸 0.9m

である。覆土は１・２層が燃焼部焼土面の一部、３層が袖構築土の一部、その他は掘方埋土とみられるが判

然としない。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、須恵器坏２点 33.57 ｇ、蓋１点 4.93 ｇ、瓦 1点 84.1

ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

A
A'

B
B'

C C'

SI-16

SD-17

P1

E
E'

D D'

SD-17

A A'

C C'

B
B'

D D'

E
E'カマド

1

2
3

4
5

SD-17

P1

ド
マ
カ

1

123
4

5

6
7

SD-17

貼
床

3 6
4*���
̍　҉ԫփ৭　ϩʔϜϒϩοΫͱ৭ͷࠞ߹ɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ
　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢషচʣ
̎　৭　　　П��� ʙ �ᶱͷϩʔϜཻࢠɾП�ʙ �ᶱͷ৭ཻࢠɾП�ᶱ
　　　　　　　　　ͷࠇ৭ཻࢠʢԽʣࠞೖɻ͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻ
ɾП�ᶱͷന৭ࢠ৭ཻࠇɾП�ᶱେͷࢠ৭　　　П�ᶱͷϩʔϜཻࠇ　̏
ɻ͍ߗҰʣɻ͠·Γ͋Γɻۉଟྔʢࢠཻ　　　　　　　　　
৭　　П�ʙࠇ　̐ �ᶱͷ৭ཻࢠଟྔɻҰ෦ʹന৭೪ϒϩοΫΛؚΉɻ
　　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻ
ɻ͍ߗ৭ɾ৭গྔɻ͠·Γ͋Γɻࠇʹԫ৭　　　ϩʔϜதࠇ　̑

4*���　ΧϚυ
̍　৭　　П�ʙ ��� ᶱͷ৭ཻࢠଟྔʢۉҰʣɻ͞Β͞Βͱͨ͠
　　　　　　　　৭͕ओମɻ͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻʢম໘ʣ　　　　　　
　　
̎　҉৭　П�ᶱͷ৭ɾП�ʙ �ᶱͷࠇ৭ʢϩʔϜϒϩοΫ
　　　　　　　　ͷඃͨ͠ͷʣɾП�ᶱͷԽཻࢠଟྔʢࡏࢄʣɻ
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻʢম໘ʣ
̏　୶৭　П�ᶱͷ৭ཻࢠɾП�ᶱͷന৭ཻࢠɾП�ᶱͷԽཻࢠ
　　　　　　　　͕୶৭தʹଟࠞ͘ೖɻ͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻ
　　　　　　　　ʢΧϚυକߏங͔ʣ
̐　৭　　　П�ᶱͷԽগྔʢ෦తʹ �ᶱେͷϩʔϜϒϩοΫ
　　　　　　　　ΛؚΉʣɻ͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻʢ۷ํຒʣ
̑　ԫ৭　　П�ᶱͷԽগྔɻ͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻ
　　　　　　　　ʢΧϚυߏஙࡐʣ
̒　҉৭　　П�ʙ �ᶱͷ৭ϒϩοΫɾП�ᶱͷ৭ཻࢠɾП�ᶱͷ
　　　　　　　　ന৭ཻࢠɾП�ᶱͷԽଟྔʢࡏࢄʣɻ͠·Γ͋Γɻ
ɻʢ۷ํຒʣ͍ߗ　　　　　　　　
৭　　П�ʙࠇ　̓ �ᶱͷԽɾП�ᶱͷ৭ཻࢠଟྔʢۉҰʣɻ
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻʢ۷ํຒʣ
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第３章　小泉分校裏遺跡

覆土中からの出土（高さ不明）である。須恵器坏１点、高台付坏３点（内２点は転用硯）、壺 1点、ࠋ � ɺ

甕１点を図示した。３と４は転用硯で、内面が平滑になっている。このほかに須恵器坏 35点 182.19 ｇ、蓋

１点 3.52 ｇ、高台付坏１点 32.63 ｇ、甕８点 247.2 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀第４四半期。

1
2

3 4

5

6

7

SI-23

SB-27 SB-27

SB-27

SB-27

A A'

B
B'

D D'

C C'

E
E'

5
6

4

2

1・3

7

1
23

4

5
6

9

10

11

10
11

7 8
1

2

7

8

1

1

2

2

ド
マ
カ

カマド

A A'

B
B'

C C'

D D'

E
E'

4*���
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻࢠ৭　　　　ϩʔϜཻ҉　̍
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋ΓɻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɺমཻࢠ৭　　　　ϩʔϜཻ҉　̎

4*����ΧϚυ
̍　փ৭೪࣭　　মཻࢠɾփ৭೪ཻࢠଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪ่མʣ
̎　҉փ৭　　　মཻࢠɾփ৭೪ཻࢠগྔɺϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣ
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠɾփ৭೪ཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻࢠ৭　　　　ϩʔϜཻࠇ　̏
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　　　ϩʔϜཻ҉　̐
̑　৭೪࣭　　೪ओମɻমཻࢠগྔɺԽཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻʢԎಓఱҪ่མʣ
̒　҉ԫ৭　　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺ৭ཻࢠগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢԎಓఱҪʣࢠ৭೪࣭　　೪ଟྔɺমཻ҉　̓
ɾ೪ϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣࢠ৭　　　　　೪ཻ　̔
̕　҉ԫ৭　　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺমཻࢠɾ৭ཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣ
��　փ৭೪࣭　মཻࢠɾփ৭೪ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ�೪ੑ͋ΓɻʢକʣࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠ৭　　　　মཻࠇ　��
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第７節　D区

̙区 SI-24（第 58・59 図、第 24・32 表、図版一三 ・ 一一五）

　Ґஔ　調査区東部にあたる AK-45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

に長い長方形で、東西 4.2m、南北 2.9m、面積は 12.18 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 20 ～ 30 ㎝ほ

どである。　ओ࣠ํ　Ｎ -0°　෴　黒褐色土または褐色土がレンズ状に堆積しており自然堆積とみられ

P1

A A'

B
B'

C C' D
D'

A A'

B
B'

D
D'

C C'

SI-24 カマド

12
34

5

4

5

1

2
3

4

4

カ
マ
ド

5

4 5

6
1 2 3

1

2
3

7 8

910
10

�4*���
̍　փ৭　ϩʔϜཻࢠඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ�
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑࢠ৭ཻࠇଟྔɺࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̎
　　　　　　　͋Γɻ
ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌　̏
ඍྔɻ͠·ΓࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̐
　　　　　　　͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ
৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ　̑

4*���　ΧϚυ
গྔɺࢠ৭ϒϩοΫɾমɾփ৭ཻࠇଟྔɺࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　　ϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣ
̎　҉ᒵ৭　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺমཻࢠଟྔɺԽཻࢠඍྔɻ
　　　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣ
̏　ᒵ৭　　　মଟྔɺϩʔϜཻࢠɾԽཻࢠগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
̐　փ৭࣭࠭　ϩʔϜཻࢠগྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ
　　　　　　　　　͋ΓɻʢఱҪ่མʣ
̑　փ৭೪࣭　ϩʔϜϒϩοΫɾփ৭೪গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ
　　　　　　　　　͚ܽΔɻʢఱҪ่མʣ
̒　փ৭೪　　　মཻࢠඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ
̓　҉৭　　মཻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɺমϒϩοΫগྔɻ
　　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢକʣ
ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ࠭ࢁଟྔɺࢠ৭　　　মཻ҉　̔
　　　　　　　　　͚ܽΔɻʢକʣ
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̕
　　　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢକʣ
��　փ৭೪　　মཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
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3
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

57 1 須恵器 
坏

口径（12.5） 
底径　7.8 
器高　3.9

5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒多量、礫
微量

やや 
良好

底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部
1/4、底部
3/4 残存

覆土中 D区 SI-23 
No.7

益子産

57 2 須恵器 
高台付坏

口径　14.2 
底径　8.7 
器高　4.8 

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒・白色粒
子少量

良好 内面 滑らか ロクロ目顕著 
底部 回転ヘラケズリ
高台貼付

口縁部一
部欠損

覆土中 D区 SI-23 
No.4

益子産

57 3 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高　［0.8］

外面 2.5Y5/1 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 内面 滑らか 底部 ナデ 底部 1/4
残存

覆土中 D区 SI-23 
No.7

堀ノ内産か
硯として転用か

57 4 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高　［1.8］

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 10Y4/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 内面 滑らか 底部外面 ヘラ先の刺突が
みられる
高台貼付

底部 1/4
残存

覆土中 D区 SI-23 
No.3

益子産
硯として転用か

57 5 須恵器 
壺

口径　- 
底径［12.4］ 
器高　［8.6］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
胴部下端 手持ちナデか

胴下半～
底部一部
残存

覆土中 D区 SI-23 
No.1

益子産

57 6 須恵器 
甑

口径［30.0］ 
底径　- 
器高　［8.3］

2.5Y5/1 
灰

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著
紐積痕顕著

口縁部
1/5 残存

覆土中 D区 SI-23 
No.2

益子産

57 7 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［8.6］

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒・礫多量 やや 
不良

胴部外面 平行タタキ 胴部残存 覆土中 D区 SI-23 
No.9

益子産
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第３章　小泉分校裏遺跡

る。　চ໘　全体的に踏み締まりとみられる硬化面が認められる。また壁に沿って幅 20 ～ 30 ㎝、深さ 10

㎝の壁溝が巡っている。　ப݀　南壁中央に位置しており、楕円形で直径 30㎝ほどで深さは 30㎝である。

柱痕跡は確認されていないが、位置的に入口施設の可能性が考えられる。　ΧϚυ　北壁中央に位置してお

り、暗褐色土および灰褐色粘土を積んで構築した袖と燃焼部が遺存していた。袖は幅 30㎝、竪穴壁からの長

さ 50㎝、高さ 35㎝、両袖間の長さ 55㎝である。燃焼部を底面および袖の内側がわずかに焼土化していた。

覆土は 10層に分層され、大別するとカマドの構築土および崩落土、カマドの機能停止後に流入した自然堆積

土からなる。　ग़Ҩ　須恵器坏１点、高台付坏１点、甕１点、紡錘車１点を図示した。４の紡錘車は須

恵器の坏の底部を再利用したもので、底部のみ残し、周囲を磨いており、底部外面から穿孔している。この

ほかに、須恵器坏７点 46.99 ｇ、蓋２点 8.63 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀第１四半期。

1

2

3

4
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石

質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 
状態

出土 
状態 注記 産地・備考

59 1 須恵器 
坏

口径（13.8） 
底径（7.6） 
器高　4.2

外面 7.5Y4/1　
灰 
内面 5Y4/2　
灰オリーブ

砂粒・礫
少量

良好 刻書あり
「　」か

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

1/2 残存 床面直上 D区 SI-24 
No.4

益子産

59 2
須恵器 
高台付
坏

口径　14.0 
底径　9.0 
器高　6.1

外面 7.5Y5/1　
灰 
内面 2.5Y4/1　
黄灰

砂粒多量、
礫少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 回転ヘラケズリ
高台貼付

口縁～体部 1/2 残
存、底部～高台完存

床上約
15㎝

D区 SI-24 
No.2

益子産

59 3 須恵器 
甕

口径（21.4） 
底径　- 
器高［15.2］

外面 2.5Y6/1　
黃灰 
内面 2.5Y4/1　
黄灰

砂粒多量、
黒色粒子
少量

良好 自然釉付着 胴部外面 平行タタキ 口縁部 1/4、頸～胴
上半部 1/2 残存

床上約　
1～ 4㎝

D区 SI-24 
No.3・7・
AL47 周辺

産地不明

59 4
須恵器
（転用）
紡錘車

径　6.9 ～ 7.0 
厚　0.6 ～ 0.8 
孔径　1.0 ～ 1.1 
重　51.3

外面 7.5Y5/1　
灰 
内面 5Y4/1　
灰

砂粒少量、
礫若干

良好 底部 ヘラ切り後ナデ ほぼ完存 床面直上 D区 SI-24 
No.5

須恵器坏を
転用
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̙区 SI-25（第 60図、第 24・33 表、図版一三 ・ 一四 ・ 一一五 ・ 一一六）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AK-46 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-26 と重複しており、本遺構が

新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形で、東西 3.1m、南北 3.0m、面積は 9.3 ㎡である。壁は西側コーナー以外

が残っている。　ओ࣠ํ　Ｎ -70° - Ｅ　෴　カマド周辺において確認され、人為的な埋め戻しとみられ

↔

1 2
3

4

5
6

7

8

A
A'

B
B'

P1

SI-25
SI-26

D
D'

C
C'

カマド

5

3

8

2

2

B B'

A
A'

C C'

D
D'

P1

1
2

3

4

粘
土
塊

カ
マ
ド

327

1
4

5

6

2
3

8

23

5

8
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第３章　小泉分校裏遺跡

る暗褐色土とカマドからの流入土とみられる灰褐色土で構成される。　চ໘　貼床等は認められず、ローム

層を床面としている。全体的に平坦であるがカマド前面付近がやや低くなっている。竪穴中央部では踏み締

まりとみられる硬化面が形成されている。　ப݀　西隅にP1が位置する。楕円形で直径70㎝、深さ20㎝、

壁は底面から比較的緩やかに立ち上がっている。　ΧϚυ　東壁中央に位置しており、山砂主体の灰褐色土

を積んで構築した袖と燃焼部が遺存している。袖は幅 30㎝、竪穴壁からの長さ 35㎝、高さ 10㎝、両袖間

の長さ 50㎝である。燃焼部はさほど焼けておらず、顕著な焼土化範囲は認められなかった。ブリッジ構築材

とみられる灰色砂質土は燃焼部の前面で確認され、大きさは一辺 20㎝ほどである。　ग़Ҩ　須恵器坏５

点、高坏１点、紡錘車１点、砥石１点を図示した。５の底部には「十」がヘラ書きされている。６は高坏の

脚部で、２孔以上の透かしとみられる。７は土師器の坏の底部を再利用した紡錘車である。内外面とも黒色

処理が施される。８は砥石として使用された。このほかに土師器坏６点 12.87 ｇ、鉢１点 16.45g、甕 59 点

545.84 ｇ、甑１点 23.6g、須恵器坏 49点 308.94 ｇ、鉢３点 69.57 ｇ、甕６点 15.45 ｇ、壺１点 11.74 ｇ、

陶器１点 34.9g、瓦１点 63.43g が出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

̙区 SI-26（第 61図、第 24・34 表、図版一四 ・ 一一六）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AK-46 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-25 と重複しており、本遺跡が

古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向にわずかに長い方形であり、東西 2.9m、南北 2.6m、面積は 7.54 ㎡である。

壁は遺存状況の良い部分で10㎝ほど遺存している。　ओ࣠ํ　Ｎ-86°-Ｅ　෴　１～３層が床面を覆い、

４層は壁溝に堆積している。　চ໘　貼床等は認められず、ローム層床面としている。また壁に沿って幅20㎝、

深さ 10㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀　確認できなかった。　ΧϚυ　東壁中央に位置しており、灰

褐色粘土や褐色系の土を積んで構築された袖と燃焼部が遺存していた。袖は幅40㎝、竪穴壁からの長さ45㎝、

高さ 10㎝、両袖間の長さ 45㎝である。燃焼部はあまり焼けておらず、左袖側にわずかな焼土化範囲がみら

れる程度である。　ग़Ҩ　須恵器蓋１点、土師器甑１点、砥石１点を図示した。１の蓋はつまみを取り

除いた後、右方向に磨きを加えている。２の甑は単孔と推測される。３は砥石で、刃を研いだ痕跡が顕著に

第 ��ද　%۠ 4*�2� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

60 1 須恵器 
坏

口径（13.3） 
底径（7.7） 
器高　4.3

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～体部
1/4、底部
3/4 残存

カマド内 D区 SI-25 
カマド

益子産か

60 2 須恵器 
坏

口径（13.3） 
底径（6.5） 
器高　4.2

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒・礫少量 良好 外面 スス付着 ロクロ目顕著 
体部下端 回転ヘラケズリ

3/8 残存 カマド内 D区 SI-25 
No.7

益子産

60 3 須恵器 
坏

口径（12.0） 
底径（6.0） 
器高　3.2

外面 10YR5/2 
灰黄褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 口縁～体部
1/4 残存

カマド内 D区 SI-25 
No.3

益子産

60 4 須恵器 
坏

口径（13.3） 
底径　- 
器高［3.2］

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫少量 良好 外面 一部スス
付着

ロクロ目顕著 3/8 残存 覆土中 D区 SI-25 益子産

60 5 須恵器 
坏

口径　-　 
底径　6.8 
器高［1.7］

外面 5Y7/2 
灰白 
内面 5Y7/1 
灰白

砂粒少量 やや
不良

刻書あり「十」ロクロ目顕著 底部完存 床面直上 D区 SI-25 
No.1

益子産

60 6 須恵器 
高坏

口径　-　 
底径　- 
器高［3.1］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 7.5Y5/1 
灰

砂粒微量、白
色粒子若干

良好 ロクロ目顕著
透かしあり

脚部一部残
存

覆土中 D区 SI-25 益子産

60 7
土師器
（転用）
紡錘車

径　- 
厚　0.8 
孔径　(0.8) 
重　19.95

N2/0 
黒

砂粒少量 良好 内外面 
黒色処理

内面 ヘラミガキ 1/3 残存 覆土中 D区 SI-25 土師器坏を
転用

60 8 石製品
砥石

長　22.5 
幅　15.8 
厚　8.4 
重　260.19

砂岩 被熱 研磨面４面 一部残存 床面直上 D区 SI-25 
No.6
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残っている。このほかに土師器坏１点 23.39 ｇ、甕５点 305.22 ｇ、須恵器坏３点 10.61 ｇ、蓋２点 42.54 ｇ、

甕 15点 152.01 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

1 32

C C'

D
D'

B
B'

A A'

SI-25

撹乱

SI-26 カマド

1

3

A A'

B
B'

C C'

D
D'

23
4

789 10

7

8

1
5

6

2

123

4 3
3

2 4

カ
マ
ド

1
2

1
3

1 3

SI-26
１　暗茶褐色土　　ロームブロック・焼土ブロック・粘土ブロックやや多量。
　　　　　　　　　しまり非常にあり。粘性非常にあり。
２　暗褐色土　　　ローム粒子やや多量。しまり非常にあり。粘性ややあり。
３　暗灰黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり非常にあり。粘
　　　　　　　　　性非常にあり。
４　暗黄褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや多量。しまり非常にあり。
　　　　　　　　　粘性非常にあり。（壁溝）

SI-26　カマド
１　褐色土　　　焼土粒子やや少量、ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性
　　　　　　　　欠ける。（流入土）
２　赤褐色土　　焼土粒子多量、ローム粒子やや少量。しまり欠ける。粘性
　　　　　　　　ややあり。（流入土）
３　暗黄褐色土　ローム粒子主体。焼土粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　　（流入土）
４　赤褐色土　　焼土からなる。しまり欠ける。粘性欠ける。
５　明赤褐色土　焼土やや多量、ローム粒子・褐色土粒子少量。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性欠ける。（流入土）
６　暗黄褐色土　ローム粒子多量、焼土粒子・褐色土粒子少量。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性欠ける。
７　灰色粘土　　しまり欠ける。粘性ややあり。（袖）
８　褐色土　　　ローム粒子多量、焼土粒子やや少量、黒褐色土粒子微量。
　　　　　　　　しまり欠ける。粘性欠ける。（袖）
９　明褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量、暗褐色土少量。しまり
　　　　　　　　あり。粘性ややあり。（袖）
10　黄褐色土　　ロームからなる。しまり欠ける。粘性ややあり。（袖）

0 1m1：40
L=89.70m

0 2m1：80
L=89.70m

0 10cm1：4
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

61 1 須恵器 
蓋

口径　13.4 
底径　- 
器高　3.1 
天井部　12.0

外面 N4/0 
灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒多量、黒
色粒子微量

良好 ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ

つまみ欠
損

床面直
上

D区 SI-26 
No.3

益子産

61 2 土師器 
甑

口径　-　 
底径（11.0） 
器高［4.7］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒・白雲母
多量

良好 外面 ケズリ 
内面 ヘラナデ

底部一部
残存

カマド
内

D区 SI-26 
カマド

61 3 石製品
砥石

長　19.6 
幅　5.0 
厚　3.7 
重　725.03

片岩 刃を研いだ痕
跡顕著

研磨面 4面 ほぼ完存 床面直
上

D区 SI-26 
No.2

II 
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第３章　小泉分校裏遺跡

̙区 SI-28（第 62図、第 24・35 表、図版一四 ・ 一一六）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AJ-46 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-14、SD-1 と重複しており、本遺構

が最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　SI-14 により西壁側が遺存していないが、方形の竪穴建物跡であり、東西 3.5m

以上、南北 4.4mである。壁は遺存状況が悪くほとんど遺存していない。　ओ࣠ํ　Ｎ -70° - Ｅ　෴　

ローム粒子を多く含む褐色土が堆積している。　চ໘　掘方底面にあたるローム層をそのまま床面としてお

り、平坦につくられている。貼床や壁溝は認められない。　ப݀　確認できなかった。　ΧϚυ　北東壁

中央に位置する。遺存状況が極めて悪く掘方のみ遺存していた。掘方は長軸 1.5 ｍ、短軸 1.1mの不整形をし

ている。なお煙道側とみられる部分では、地山が熱によって焼土化した範囲が認められた。　ग़Ҩ　須

恵器坏１点、土師器鉢１点を図示した。このほかに土師器坏17点108.27ｇ、甕85点1073.37ｇ、甑１点6.59

ｇ、須恵器坏 69点 452.54 ｇ、高台付坏 69点 452.54 ｇ、鉢１点 11.86 ｇ、蓋１点 3.39 ｇ、盤１点 10.13 ｇ、

甕 22点 365.72 ｇ、瓦１点 87.321 ｇ、陶器１点 2.45 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉か。
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4*���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠগྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ　̍
　　　　　　͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣ

4*���　ΧϚυ
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪ่མʣࢠগྔɺԽཻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̍
̎　҉৭　মཻࢠଟྔɺೕന৭೪ཻࢠଟྔɺೕന৭೪ϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
গྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̏
ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̐
̑　ԫ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺমগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
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第７節　D区

̙区 SI-29（第 63・64 図、第 24・36 表、図版一四 ・ 一五 ・ 一一六）

　Ґஔ　AH-45、AI-45・46 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-49、SD-8 と重複しており、本遺構が古い。

ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形で、東西 5.8m、南北 5.7m、面積は 33.06 ㎡である。壁は遺存状況が極めて悪く、ほ

とんど遺存していない。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｗ　෴　床面中央に堆積する灰褐色粘質土（10層）、壁溝

に堆積する褐色土（11層）、貼床構築土である暗褐色（1層）・暗黄褐色土（2層）を確認した。　চ໘　主

柱穴より内側は地山であるローム層を床面としており、踏み締まりとみられる硬化面が形成されている。壁

に沿って幅 50～ 100 ㎝の範囲には暗褐色系の土を使用した貼床が構築されている。また、幅 20～ 50 ㎝、

深さ 10～ 20 ㎝の壁溝が巡っている。　ப݀　主柱穴とみられるもの（P1～ 4）、入口施設または貯蔵穴

とみられるもの（P5）が認められた。主柱穴とみられるものはいずれも平面形は楕円形である。P1 が長軸

90㎝、短軸 76㎝、深さ 80㎝、P2 が長軸 90㎝、短軸 74㎝、深さ 70㎝、P3 が長軸 100 ㎝、短軸 90㎝、

深さ 80㎝、P4 が長軸 80㎝、短軸 64㎝、深さ 80㎝となっている。また P1・２・４からは直径 20㎝ほど
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P5 14 15

10
カ
マ
ド

1

2

3
4

5
6
7

8
9

11

6

7

3 49

77SB-19

12

13
7

5

6
6

64
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4*���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　���ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻʢషচʣ
̎　҉ԫ৭　　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫओମɻ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭ཻ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢషচʣ
ࢠগྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̏
　　　　　　　　　ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽ
　　　　　　　　　Δɻ
ඍྔɻࢠগྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̐
　　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̑　փ৭　　　ϩʔϜཻࢠগྔɺփ৭೪ඍྔɻ
　　　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　　ʢபࠟʣ
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　　　　　　　　　Δɻ
̓　໌փ৭　　փ৭ཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩο
　　　　　　　　　Ϋɾ,1ཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ
　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻ
̔　໌փ৭　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒ
　　　　　　　　　ϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ
　　　　　　　　　͚ܽΔɻʢபࠟʣ
̕　໌փ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠɾ
　　　　　　　　　փ৭ཻࢠଟྔɺ,1ཻࢠগྔɻ
　　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
����փ৭೪࣭　�೪ଟྔɺϩʔϜཻࢠɾমཻࢠ
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ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　　　�ϩʔϜཻ໌����
　　　　　　　　　�গྔɻ,1ཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ
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৭　　　�ϩʔϜϒϩοΫओମɻ,1ϒϩο໌����
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

62 1 須恵器 
坏

口径（13.2） 
底径　7.4 
器高　4.2

外面 5YR6/6　
橙 
内面 5YR5/6　
明赤褐

砂粒多量 不良 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/3、底部
1/2 残存

カマド
内

D区 SI-28 
カマド

益子産

62 2 土師器 
鉢

口径（19.0） 
底径　- 
器高［7.8］

外面 10YR5/4　
にぶい黄褐 
内面 7.5YR3/1　
黒褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 口縁部外面 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
口縁～体部内面 ヘラミガキ

口縁部
1/4 残存

覆土中 D区 SI-28 
No.7・8
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第３章　小泉分校裏遺跡

の柱痕跡が確認されている。入口施設または貯蔵穴とみられる P5は南壁中央近くに接して位置している。楕

円形で長軸 100 ㎝、短軸 75㎝、深さ 45㎝ほどである。ロームブロックを多く含む明褐色土が堆積している。

　カマド　カマドは北壁中央に位置しており、ロームを掘り残し、灰色粘土および暗灰色粘土を積んで構築

した袖と、燃焼部・煙道の一部が遺存していた。袖は幅 60㎝、竪穴壁からの長さ 105 ㎝、高さ５㎝、両袖

間の幅 70㎝で遺存状況はあまり良くない。燃焼部は良く焼けており、底面は厚さ７㎝ほどの焼土層が形成さ

れていた。また袖の内側や煙道側のローム層にも焼土化が及んでいる。煙道にはスサ入り粘土を用いた側壁

が設けられている。　　カマドの前面、床面中央にあたる位置において、直径 60㎝ほどの範囲が焼土化し

ており、地床炉であると思われる。しかし焼土化の程度は強くない。　ग़Ҩ　須恵器坏 6点、高台付坏

2点、瓦１点を図示した。９は焼成不良の丸瓦である。このほかに土師器坏５点 20.3 ｇ、高台付坏１点 7.46

ｇ、甕 13点 174.98 ｇ、甑１点 1.51 ｇ、須恵器坏 41点 118.70 ｇ、高台付坏 1点 34.31 ｇ、蓋２点 6.87 ｇ、

甕５点 99.94 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀後葉。
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̎　҉৭　　মଟྔɺ৭ཻࢠগྔɺ໌փ৭೪ཻࢠɾ
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̕　৭　　　মओମɻεαೖΓগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　　ʢԎಓଆนʣ

� ��DN�ɿ�

� �N�ɿ��
-������N

第 ��図　%۠�4*�2� Ҩߏ 	 ΧϚυ 
ɾग़Ҩ࣮ଌ図

！ 

□j -
i 

ー・一にこニノ-•一

下 □三7 ~夕／ こ一
ロロニ 一 J 三 ノ

襄 £
—＇ー―- 皇麟菱．，嘉：や、応
、、ロ



－ 93－

第７節　D区

̙区 SI-43（第 65~67 図、第 24・37 表、図版一五・一一六）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AF-41・42 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-4 と重複しており、本遺構

が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北壁の半分と西壁が調査区外であるが、方形基調とみられ、東西で 4.4 ｍ以
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

64 1 須恵器 
坏

口径（14.4） 
底径（8.2） 
器高　3.6

5Y4/1 
灰

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～底
部 1/3 残
存

床面直
上

D区 SI-29 
No.1

益子産

64 2 須恵器 
坏

口径（11.6） 
底径（5.2） 
器高　4.4

5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫
若干

良好 ロクロ目顕著 口縁～底
部一部残
存

覆土中 D区 SI-29 益子産

64 3 須恵器 
坏

口径（14.6） 
底径（8.6） 
器高　4.4

10YR6/3 
にぶい黄橙

砂粒若干 やや 
不良

口縁～底
部 1/8 周

覆土中 D区 SI-29 益子産

64 4 須恵器 
坏

口径（13.5） 
底径（8.4） 
器高　4.5

2.5Y4/1 
黄灰

砂粒少量、礫
微量

良好 底部 糸切り 1/3 残存 覆土中 D区 SI-29 
AI-16 一括

益子産

64 5 須恵器 
坏

口径　- 
底径（8.2） 
器高［2.2］

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒微量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ 体部一
部、底部
1/4 残存

覆土中 D区 SI-29 
AI-16 一括

益子産

64 6 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.6） 
器高［1.9］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒微量、礫
若干

良好 底部 ヘラナデ 
内面 紐積痕顕著

体部一
部、底部
1/3 残存

覆土中 D区 SI-29 
AI-16 一括

益子産

64 7 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　6.4 
器高［2.3］

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ
高台貼付

高台部ほ
ぼ完存

覆土中 D区 SI-29 
南西柱穴

益子産

64 8 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（12.0） 
器高［2.5］

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 10YR5/1 
褐灰

砂粒・白色粒
子微量

良好 体部一部
残存

P2覆
土中

D区 SI-29 
北東柱穴

益子産

64 9 男瓦
厚　2.2 
重　224.68

外面 10YR7/2 
にぶい黄橙 
内面 10YR6/2 
灰黄褐

砂粒・礫少量 やや
不良

凸面 ナデ 
凹面 布目痕・糸切痕
側面 ヘラケズリ

一部残存 P5覆
土中

D区 SI-29 
No.2

1/ 
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第
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章
　
小
泉
分
校
裏
遺
跡

上
、
南
北
で
4.
7m
、
壁
は
遺
存
状
況
の
良
い
部
分
で
40
㎝
ほ
ど
で
あ
る
。
　
ओ
࣠
ํ

　
Ｎ
-3
0°
-Ｗ
　
෴

　
黒
褐
色
ま

た
は
褐
色
系
の
土
を
主
体
と
し
て
お
り
、
ロ
ー
ム
粒
子
や
焼
土
粒
子
を
多
く
含
ん
で
い
る
が
、
お
お
む
ね
レ
ン
ズ
状
の
堆
積
を

示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
自
然
堆
積
と
み
ら
れ
る
。
　
চ
໘
　
貼
床
等
は
認
め
ら
れ
ず
、
ロ
ー
ム
層
を
床
面
と
し
て
お
り
、
や
や

凹
凸
が
み
ら
れ
る
。
床
面
中
央
部
分
に
は
踏
み
締
ま
り
と
み
ら
れ
る
硬
化
面
が
形
成
さ
れ
る
。
　
ப
݀

　
主
柱
穴
と
み
ら
れ

る
も
の
（
P1
～
３
）
と
、
入
口
施
設
と
み
ら
れ
る
も
の
（
P4
）
を
確
認
し
た
。
主
柱
穴
は
い
ず
れ
も
楕
円
形
で
あ
り
、
P1
が

長
軸
70
㎝
、
短
軸
56
㎝
、
深
さ
80
㎝
、
P2
が
長
軸
65
㎝
、
短
軸
56
㎝
、
深
さ
70
㎝
、
P3
が
長
軸
65
㎝
、
短
軸
60

㎝
、
深
さ
70
㎝
で
あ
る
。
P3
か
ら
は
直
径
30
㎝
ほ
ど
の
柱
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
入
口
施
設
と
み
ら
れ
る
P4
は
、
南

壁
中
央
に
近
接
し
て
位
置
し
て
い
る
。
平
面
形
は
楕
円
形
で
規
模
は
直
径
40
㎝
、
深
さ
70
㎝
で
あ
る
。
　
Χ
Ϛ
υ
　
北
壁
中

央
に
位
置
し
て
お
り
、
暗
褐
色
粘
土
お
よ
び
灰
褐
色
粘
土
を
積
ん
で
構
築
し
た
袖
が
遺
存
し
て
い
た
。
袖
は
幅
40
㎝
、
竪
穴
壁

か
ら
の
長
さ
90
㎝
、
高
さ
27
㎝
、
両
袖
間
の
長
さ
30
㎝
で
あ
る
。
ま
た
右
袖
底
面
直
上
に
は
割
れ
た
土
師
器
甕
(4
)が
人

為
的
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
。
　
ग़

Ҩ

　
土
師
器
坏
３
点
、
甕
3
点
、
甑
1
点
、
須
恵
器
鉢
１
点
を
図
示
し
た
。
1
と
２
は

漆
仕
上
げ
の
坏
で
、
２
は
底
部
内
面
に
「
×
」
が
み
ら
れ
る
。
３
か
ら
５
は
球
胴
の
甕
で
あ
る
。
６
は
底
部
を
穿
孔
し
て
お
り
、

甑
と
し
て
使
用
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。７
は
鉢
か
。口
唇
部
に
沈
線
が
施
さ
れ
て
い
る
。こ
の
ほ
か
に
土
師
器
坏
１
点
5.
06

ｇ
、
鉢
１
点
62
.4
3
ｇ
、
甕
４
点
10
8.
95
ｇ
、
甑
１
点
54
.0
3
ｇ
、
須
恵
器
坏
２
点
24
.3
1
ｇ
、
甕
２
点
75
.8
8
ｇ
が
出
土

し
て
い
る
。
　
࣌
ظ
　
７
世
紀
中
葉
か
。

FF'

E
E'

F
F'

E
E'

F
F'

1
2

3

4

56

78 撹乱

調
査
区
外 調 査 区 外

調
査
区
外

4

E
E'

1
9

9

4

10
2

10

SI-
43
カ
マ
ド

SI-
43
カ
マ
ド
掘
方

4
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第７節　D区

� ��DN�ɿ�

1 2
3

4 5

6

7

第 ��図　%۠�4*��� ग़Ҩ࣮ଌ図

第 ��ද　%۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

67 1 土師器 
坏

口径（11.8） 
底径　- 
器高　4.0

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 2.5YR2/1 
赤黒

砂粒微量、赤
色粒子若干

良好 口縁部外面～内
面 漆仕上げ

口縁部 ヨコナデ 
体～底部外面 ナデ・ケズ
リ

口縁～底
部 1/2 残
存

覆土中 D区 SI-43 
カマド脇フ
ク土

67 2 土師器 
坏

口径　10.8 
底径　- 
器高　4.1

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 5YR3/2 
黒褐

砂粒・赤色粒
子微量

良好 口縁部外面～内
面 漆仕上げ 
刻書あり「×」

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁部一
部欠損

覆土中 D区 SI-43

67 3 土師器 
甕

口径（22.0）
底径　- 
器高［14.0］

7.5YR5/6 
橙

砂粒・礫多量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/4、胴部
1/3 残存

袖内 D区 SI-43 
カマド
No.1

67 4 土師器 
甕

口径（22.0） 
底径　- 
器高［7.5］

外面 5YR6/6 
橙 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫少量、
赤色粒子微量

良好 口縁部 ヨコナデ
胴部 ナデ

口縁～頸
部 1/6 残
存

カマド
内

D区 SI-43 
カマド一括

67 5 土師器 
甕

口径（20.0） 
底径　- 
器高［7.2］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒多量、白
雲母微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ヘラナデ

口縁～頸
部 1/6 残
存

覆土中 D区 SI-43

67 6 土師器 
甑

口径　- 
底径（9.2） 
器高［11.9］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫多量、
赤色粒子微量

良好 外面 荒れてい
る

胴部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

胴～底部
1/3 残存

覆土中 D区 SI-43 底面穿孔し
転用

67 7 須恵器 
鉢か

口径（43.4） 
底径　- 
器高［14.0］

外面 5Y7/2 
灰白 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・黒色粒
子少量

良好 口縁部 ロクロナデ
口唇部 沈線 
体部外面 平行タタキ 
内面 同心円文当具痕

口縁～体
部 1/4 残
存

覆土中 D区 SI-43 産地不明
甕の底部を
再利用か

＼
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第３章　小泉分校裏遺跡

̙区 SI-48（第 68図、第 24表）

　Ґஔ　調査区東端にあたる AL-46 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　遺構の大

半が調査区外のため詳細は不明であるが、方形を基調とした竪穴建物跡の北西隅部分とみられる。東西 2.2m

以上、南北 3.0m以上、壁は遺存状況が悪くほとんど遺存していない。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｗ　෴　ロー

ム粒子を多く含む褐色土が堆積しており、人為的な埋め戻しとみられる。　চ໘　部分的に貼床の残骸と踏

み締まりとみられる硬化面が認められた。　ப݀ɾΧϚυ　調査した範囲では確認されなかった。　ग़

Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

２　۷ཱப建物跡

　調査区の中央にまとまって 15棟が確認された。東西棟６棟、南北棟９棟である。一部、建て替えも確認さ

れている。

A

A'

B

B'

SI-48

調査区外

調査区外

A A'

B B'

2

1

2

1

調
査
区
外

調
査
区
外

SI-48
１　暗褐色土　表土。しまりあり。粘性欠ける。
２　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりやや欠ける。粘性ややあり。    
　　　　　　　（埋め戻し）

0 2m1：80
L=91.00m

第 �8図　%۠�4*��8 Ҩ࣮ߏଌ図

第 �8ද　%۠�۷ཱபݐܭଌද

遺構番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） ピット 出土 

遺物 重複関係

SB-10 AG･AH-44 N-15° -W 南北棟 5.50 5.30 0.15 ～ 0.40 12 有 SD-18 より新

SB-19 AH-44･45 N-15° -W 南北棟 9.60 6.30 0.50 ～ 0.80 10 有 SI-7･9 より古 
SB-34･42 より新

SB-21 AJ-44 N-10° -W 南北棟 [7.50] [6.10] 0.40 ～ 0.60 7 有

SB-27 AJ･AK-44･45 N-15° -W 南北棟 7.00 6.00 0.30 ～ 0.40 10 有 SI-23 より古

SB-30 AG･AH-42･43 N-20° -W 南北棟 6.20 5.90 0.30 ～ 0.50 8 有 SD-1 より古 
SI-6 より新

SB-31 AG-42･43 N-71° -E 東西棟 6.60 5.10 0.50 ～ 0.90 10 有 SI-6、SD-1･3･4･18 より古

SB-32 AF-42･43 
AG-43 N-45° -E 東西棟か [4.70] 5.30 0.30 ～ 0.60 7 有 SD-4･5 より新

SB-34 AG-45 
AH-44･45 N-75° -E 東西棟 6.20 5.10 0.20 10 無 SB-19 より古　SB-42 と重複

SB-35 AH･AI-43･44 N-73° -E 東西棟 5.40 5.30 0.10 ～ 0.30 8 有 SD-1､SB-36･39 より古　SB-37 より新

SB-36 AH-43･44 N-65° -E 東西棟 5.20 5.10 0.10 ～ 0.60 12 有 SB-39·SD-1 より古 
SB-35·37 より新

SB-37 AH-43･44 
AI-44 N-20° -W 南北棟 6.00 4.00 0.10 ～ 0.40 10 有 SB-35･39 より古 

SD-1 より新

SB-39 AH･AI-44 N-10° -W 南北棟 9.20 6.00 0.10 ～ 0.50 10 有 SB-36･SD-1 より古 
SB-35·36·37 より新

SB-41 AK-46･47 N-18° -W 南北棟 5.80 4.90 0.60 ～ 0.90 10 有 SD-1･SK-46 より古

SB-42 AH-44･45 N-83° -E 東西棟 7.60 5.10 0.50 ～ 0.80 10 有 SB-19、SD-3·8 より古　SI-7 より新　

SB-49 AI-44･45 N-18° -W 南北棟 6.90 5.20 0.30 ～ 0.60 10 無 SD-1 より古　SI-13 より新
SB-39 と重複
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第７節　D区

̙区 S#-10（第 69図、第 38・39 表、図版一五 ・ 一六）

　Ґஔ　調査区西側の中央にあたる AG・AH-44 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-18 と重複しており、

本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行３間、12基の柱穴で構成される南北棟の側柱建物跡で、

桁行 5.5 ｍ、梁行 5.3 ｍ、平面積 29.15 ㎡である。柱間距離は桁行、梁行ともに 1.6 ｍ～ 1.7 ｍである。　

ओ࣠ํ　桁行の示す軸方向はＮ -15° - Ｗ　ப݀　柱穴掘方の形状は楕円形のものと隅丸方形のものが認め

られる。長軸 40 ～ 60 ㎝、深さ 15 ～ 40 ㎝ほどである。すべての柱穴から柱痕跡が確認されており、平面

形は円形で直径 20～ 30㎝ほどである。　෴　柱痕跡（1a・b層）と掘方埋土（２a～５層）で構成される。

　ग़Ҩ　土師器甕１点、須恵器坏１点を図示した。このほかに土師器坏１点 14.26 ｇ、甕５点 26.47 ｇ、

須恵器坏 4点 36.44 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀後葉。
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P5
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

69 1 須恵器 
坏か

口径　- 
底径　- 
器高［4.2］

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒微量 良好 口縁～底
部一部残
存

P2
覆土中

D区 SB-10 
P2

益子産

69 2 土師器 
甕

口径（12.8） 
底径　- 
器高［6.7］

外面 5YR4/4 
にぶい赤褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒多量、礫
少量

良好 内面 炭化物付着 口縁部内外面 ヨコナデ 
胴部内外面 ナデ

口縁部
1/4 残存

P2
覆土中

D区 SB-10 
P2

ー

f
日
り
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第３章　小泉分校裏遺跡

A
A'

B
B'

D
D'

C
C'

SB-19

SI-7

SI-9

SB-34 SB-34

SB-34

SB-34SB-34

SB-42

SB-42

SB-42

SB-42

P1

P2 P3

P4

P5

P6P7
P8

P9

P10

2
1

B B'

D
D'

AA'

C
C'

1b

3a

3b 5a
5b

3a
3b 3a 4 4

4
4

4
3a

3a
3a

1a
1b

1b
1b

1b
1b

1b4

3b

3a7a

4

3b

5a

7a

3b

3b
7b

3b

7b

3b 5a

7a 9

3b
3b 4

5a

7a
3b

2

4
7a

2

1a5a
5b

3a
3b

5c 5a

3a
3b 1a5b

3b
4

1b
5b

2
3a
4

4
2
3a

1b
5a

7a

3a
3b

67a8

3a3b
1b 5a

5b

24
1a

67a
24

3a
2

5b
1a

5a

3a

3b
5a 3b

8
2

P1 P2 P3

P6P7P8

P1
P8

P9
P10

P3
P4

P5
P6

4#���
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第７節　D区

̙区 S#-19（第 70・71 図、第 38・40 表、図版一六 ・ 一一六 ・ 一一七 ・ 一四八）

　Ґஔ　調査区西側中央にあたる AH-44・45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-7・9より古く、SB-34・

42より新しい。また本遺構自体も同一地点において一度建て替えを行っている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、

梁行２間、10基の柱穴で構成される南北棟の側柱建物跡で、桁行 9.6 ｍ、梁行 6.3 ｍ、平面積 60.48 ㎡であ

る。柱間距離は桁行、梁行ともに 2.6 ～ 2.7 ｍである。　ओ࣠ํ　桁行の示す軸方向はＮ -15° - Ｗ　ப݀

　掘方の形状は方形で、長軸 110 ～ 140 ㎝、深さ 50～ 80 ㎝ほどである。すべての柱穴から柱痕が確認さ

れている。　෴　大別すると①新段階の建物の柱痕跡（１a・ｂ層）、②新段階の建物の柱穴掘方埋土、（２

～５c層）③旧段階の建物の柱穴掘方埋土（６～９層）で構成される。新段階の方が深い。　ग़Ҩ　須恵

器高台付坏１点、甕１点、瓦４点、鉄製品１点を図示した。2以外は焼成不良である。７は鎌の破片である。

このほかに土師器甕５点 86.61 ｇ、須恵器坏 10点 40.23 ｇ、蓋２点 7.66 ｇ、高台付坏１点 6.4 ｇ、甕１点

46.32 ｇ、瓦６点 546.48 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 備考

71 1 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（6.1） 
器高［1.9］

2.5Y6/3 
にぶい黄

砂粒少量 やや 
不良

体部下端 回転ヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ
高台貼付

底部残存 P8掘方
埋土中

D区 SB-19 
P8 掘方

益子産

71 2 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.0］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒少量 良好 胴部外面 平行タタキ 胴部一部
残存

P7
覆土中

D区 SB-19 
P7

産地不明
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第３章　小泉分校裏遺跡

1

2

柱抜き取り痕

柱抜き取り痕

SB-21

SK-20

調査区外
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P3
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P6 P7
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4
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3c5a7
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4
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4 3b
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P4 P5 P6 P7

P4

4#���
ʢ৽ʣ
̍� গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢபൈ͖औΓࠟʣ
̎� ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　　͋Γɻʢபࠟʣ
��B� ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γܽࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
�　　　　　　　　͚Δɻ೪ੑ͋Γɻ
��C� ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
�　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻ
��D� ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻ
̐� ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑࢠ৭　　ϩʔϜཻ໌
　　　　　　　　͋Γɻ
��B� গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉
��C� ҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ

ʢچʣ
��B� ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠ৭　　ϩʔϜཻ
�� 　　　　　͋Γɻ
��C� গྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ
�� 　　　　　೪ੑ͋Γɻ
̓� ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
̔� গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉
̕� ɾϩʔϜϒϩοΫओମɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
� 　　　　　͋Γɻ

� �N�ɿ��
-������N

� ��DN�ɿ�

第 �2図　%۠�4#�21 Ҩߏɾ�ग़Ҩ࣮ଌ図

71 3 女瓦

厚　2.1 
重　140.33

外面 2.5Y6/3 
にぶい黄 
内面 2.5Y6/3 
にぶい黄

砂粒少量 やや
不良

凸面 縄タタキ 
凹面 布目痕・ナデ 
側面 ヘラケズリ

一部残存 P4
覆土中

D区 SB-19 
P4

71 4 女瓦

厚　2.5 
重　206.69

外面 2.5Y7/1 
灰白 
内面 2.5Y7/2 
灰黄

砂粒多量、赤
色粒子少量

やや
不良

凸面 格子タタキ 
凹面 布目痕・糸切痕 
側面 ヘラケズリ・面取 
端面 ヘラケズリ・面取

一部残存 P5新掘方
埋土中

D区 SB-19 
P5 新掘方

71 5 女瓦

厚　1.8 
重　253.04

外面 2.5Y7/1 
灰白 
内面 2.5Y7/2 
灰黄

砂粒多量、赤
色粒子少量

やや
不良

凸面 格子タタキ 
凹面 布目痕・糸切痕 
側面 ヘラケズリ

一部残存 P5新掘方
埋土中

D区 SB-19 
P5 新掘方

71 6 女瓦

厚　2.0 
重　492.71

外面 10YR7/4 
にぶい黄橙 
内面 10YR8/2 
灰白

砂粒多量、礫
少量

やや
不良

凸面 格子タタキ 
凹面 布目痕・糸切痕 
側面 ヘラケズリ・面取
挟端面 ヘラケズリ・面取

一部残存 P5新掘方
埋土中

D区 SB-19 
P5 新掘方

71 7 鉄製品 
鎌

長［8.22］ 
幅　2.85 
厚　0.47 
重　33.74

一部残存 P9覆土中 D区 SB-19 
西側柱列南
第 2柱

ー

I
I
I
I
I
I
 

ー

1
1
1
1

ー

,
_
1
1
1
 

,
_
1
1
1
 

，
 

、 l.... -._ 

＼二言ー



－ 101 －

第７節　D区

̙区 S#-27（第 73図、第 38・42 表、図版一六 ・ 一七）

　Ґஔ　調査区東側中央部にあたる AJ-44・45、AK-44・45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-23 と重

複しており、本遺構が古い。またほぼ同一地点において一度建て替えを行っている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁

行３間、梁行２間、10 基の柱穴で構成される南北棟の側柱建物跡で、桁行南北７ｍ、梁行東西６ｍ、平面

積 42 ㎡である。柱間距離は桁行では 1.9 ｍで揃っているが、梁行では P1-P2 で 2.2 ｍ、P2-P3 で 2.6 ｍ、

P7-P8 で 2.5 ｍ、P6-P7 で 2.3 ｍとばらつきがある。　ओ࣠ํ　桁行が示す方位はＮ -15° - Ｗ　ப݀　柱

穴掘方の平面形は不整な方形または楕円形である。規模は長軸 60～ 100 ㎝、深さ 30 ～ 40 ㎝ほどである。

新段階の全ての柱穴において柱痕跡が確認されており、直径 20～ 30 ㎝である。　෴　大別すると①新段

階の柱痕跡（１a～１c層）②新段階の柱穴掘方埋土（２a～３b層）、旧段階の柱穴掘方埋土（４～９層）で

構成される。埋土の様相などから同一地点において建て替えを行ったものとみられる。　ग़Ҩ　須恵器

坏 2点、甑１点、製塩土器 1点を図示した。４の製塩土器は白色針状物質を含んでいる。このほかに土師器

坏 15点 52.23 ｇ、甕 18点 153.17 ｇ、須恵器坏 35点 213.98 ｇ、高台付坏２点 22.59g、蓋３点 46.62 ｇ、

甕 17点 325.23g、瓦１点 36.04 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

̙区 S#-21（第 72図、第 38・41 表、図版一一七）

　Ґஔ　調査区東側中央にあたる AJ-44 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-20 と重複しているが、新旧

関係は不明である。柱穴の形状や土層からほぼ同一地点において一度建て替えを行っている。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　確認できた範囲で７基の柱穴を確認した。ただしن P7については調査区外に位置する別の建物の柱穴と

考えられる。北東側が調査区外のため全体の規模は不明であるが、南北棟の桁行３間、梁行２間以上の側柱

建物跡とみられる。桁行とみられる南北柱列（P1～４）で 7.5 ｍ以上、梁行とみられる東西柱列（P4～７）

で 6.1 ｍ以上である。柱間距離は P1-P2、P3-P4、P4-P5 が 2.2 ｍ、P2-P3 が 1.8 ｍ、P5-P6 が 2.4 ｍとやや

ばらつきがある。　ओ࣠ํ　桁行の示す方向はＮ -10° - Ｗ　ப݀　柱穴掘方底面の状況や覆土の様相か

ら、一度柱を建て替えており、２時期の柱穴が重複していると考えられる。柱穴掘方の形状は不整方形また

は不整円形である。規模は長軸 110 ～ 160 ㎝、深さ 40～ 60 ㎝ほどである。P1は西から東へ柱を建て替え

た痕跡が確認され、P6では柱を抜き取った痕跡が確認された。　෴　大別すると、①新段階の柱抜き取り

痕（１層）、②新段階の柱痕跡（２層）、③新段階の柱穴掘方埋土（３a～５b層）、④旧段階の柱穴堀方埋土（６

a～７層）、⑤ P7堆積土（８・９層）で構成される。　ग़Ҩ　須恵器の坏１点、高台付坏１点を図示し

た。２には「亰」が刻書されている。このほかに土師器甕 18点 295.12 ｇ、甑１点 7.8 ｇ、須恵器坏 23点

113.89 ｇ、高台付坏１点 17.98 ｇ、蓋２点 25.42 ｇ、甕 10 点 109.16 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀

第４四半期。

第 �1ද　%۠ 4#�21 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

72 1 須恵器 
坏か

口径　- 
底径（7.0） 
器高［0.8］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒少量 良好 底部 ナデ 底部 1/5
残存

P1新柱穴
埋土中

D区 SB-21 
P1 新柱穴埋
土

益子産

72 2 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［4.6］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒多量、礫
微量

良好 刻書あり「京」 ロクロ目顕著
高台貼付

体～底部
1/6 残存

P1
覆土中

D区 SB-21 
P1No.1

益子産



－ 102 －

第３章　小泉分校裏遺跡

1 2

3

4

A A'

B B'

C
C' D

D'

SB-27

P1 P2
P3

P4

P5

P6
P7P8

P9

P10

SI-23

B B'
D

D'
C

C'

AA' P1 P2 P3

P6P7P8
P1

P8
P9

P10
P3

P4
P5

P6

1a 1a2a2b

2a

2a 2a

2b

2b
2b 5

6

1a
1a

2a
2a

2a

2a
2a

2b
2b

2b
1c

8

1c
3b

3b

7a

8

2b

1a
2a

2a
1a 2a2b

1a2a5
7a2b

7b

62a

2b

2b
1b

2a

2b
1a

2a
2b

3a
5

4

2b 2b

2a
1a

2b
2a

9

2b

2a
1a

5

2a
4#���
ʢ৽ʣ
�B� ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　ʢபࠟʣ
�C� փ৭　ϩʔϜཻࢠগྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ
　　　　　　　͋Γɻʢபࠟʣ
�D� ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢபࠟʣ໌
�B� ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻ໌
　　　　　　　͋Γɻ
�C� ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
�B� ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠ৭　　ϩʔϜཻ
　　　　　　　͚ܽΔɻ
�C� ৭　���ϩʔϜϒϩοΫओମɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ

ʢچʣ
̐� ଟྔɻ͠·Γࢠ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻ໌
　　　　　　　͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
̑� ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
�　　　　　　　͋Γɻ
̒� গྔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ͠·Γͳ͠ɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ
��B� ଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭������ϩʔϜཻ
��C� ଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭������ϩʔϜཻ
̔� ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑࢠ৭ཻɾࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
　　　　　　　͋Γɻ
̕� փ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
　　　　　　　೪ੑ͋Γɻ

� �N�ɿ��
-������N

� ��DN�ɿ�

1 2

3

4
� ��DN�ɿ�
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74・75

図
、
第
38・43

表
、
図
版
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四
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）
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43、
AH
-42・

43
グ
リ
ッ
ド
に
位
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す
る
。
　
ॏ
ෳ
ؔ

　
SD
-1
よ
り
古
く

SI-6
よ
り
新
し
い
。
ま
た
本
遺
構
自
体
も
柱
穴
の
形
状
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土
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か
ら
一
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建
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替
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が
認
め
ら
れ
る
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挿
図№

№
種
類
 

器
種

計
測
値
 

（
㎝
・
ｇ
）

色
調

胎
土
・
石
質

焼
成

器
面
の
状
態

器
形
・
整
形
の
特
徴

遺
存
 

状
態

出
土
 

状
態

注
記

産
地
・
備

考

73
1

須
恵
器
 

坏

口
径
（
13.6） 

底
径
　
- 

器
高
［
4.3］

2.5Y6/2 
灰
黄

砂
粒
多
量

良
好

ロ
ク
ロ
目
顕
著
 

体
部
下
端
 回
転
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
口
縁
～
体

部
1/4
残

存

新
掘
方
埋

土
中

D
区
SB-27 

新
掘
方

益
子
産

73
2

須
恵
器
 

坏

口
径
　
- 

底
径
（
6.4） 

器
高
［
2.4］

2.5Y4/1 
黄
灰

砂
粒
・
礫
少
量
良
好
刻
書
あ
り

「
－
」
か

底
部
 ナ
デ

体
部
一

部
、
底
部

5/4
残
存

新
P1
掘

方
埋
土
中

D
区
SB-27 

新
P1 1

層
　
掘
方

益
子
産

73
3

須
恵
器
 

甑

口
径
（
24.0） 

底
径
　
- 

器
高
［
9.8］

外
面
 5Y5/2 

灰
オ
リ
ー
ブ
 

内
面
 2.5Y5/2 

暗
灰
黄

砂
粒
多
量

良
好

口
縁
部
一

部
残
存

P10
掘
方

埋
土
中

D
区
SB-27 

P10
掘
方

益
子
産
か

73
4

製
塩
土
器

口
径
　
- 

底
径
　
- 

器
高
［
6.9］

外
面
 7.5YR5/4 

に
ぶ
い
褐
 

内
面
 5YR5/6 

明
褐

砂
粒
微
量
、
白

雲
母
・
白
色
針

状
物
質
若
干

良
好

外
面
 ナ
デ
、
指
頭
痕
み
ら
れ

る
 
内
面
 ヘ
ラ
ナ
デ

体
部
一
部

残
存

P3
覆
土
中
D
区
SB-27 

P3
日
立
産`
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桁行２間、梁行２間、８基の柱穴で構成される南北棟とみられる側柱建物跡で、桁行 6.2 ｍ、梁行 5.9 ｍ、平

面積 36.58 ㎡である。柱間距離は桁行・梁行ともに、2.4 ｍまたは 2.7 ｍとなっている。　ओ࣠ํ　桁行が

示す方位はＮ -20° - Ｗ　ப݀　柱穴掘方の形状は方形または不整な円形となっている。長軸 80～ 120 ㎝、

深さ 30～ 50 ㎝である。　෴　大別すると①新段階の柱抜き取り痕（１層）、②新段階の柱痕跡（２a～２

c層）、③新段階の柱穴掘方埋土（３a～８層）、④旧段階の柱穴掘方埋土（９～ 12層）で構成される。柱穴

掘方底面の状況や、土層の様相から、同一地点において一度建て替えを行っているものと考えられる。柱穴

は隅丸長方形を基調とし、長軸 100 ㎝ほど、深さ 30 ～ 50 ㎝ほどである。P6 を除いて直径 20 ㎝ほどの円

形の柱痕跡が確認され、P6では底面の痕跡から柱を抜き取ったと考えられる。　ग़Ҩ　土師器の鉢１点、

須恵器坏２点、甕１点、器種不明１点、鉄製品１点を図示した。１は側面に墨書が確認された。6は鉄鏃と考

えられ、柱穴の埋土中より出土した。このほかに土師器甕 29 点 158.31 ｇ、須恵器坏 30 点 155.57 ｇ、高

台付坏１点 15.5 ｇ、蓋７点 96.73 ｇ、瓦２点 121.6 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

̙区 S#-31（第 76図、第 38・44 表、図版一七）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AG-42・43 グリッドに位置する。　ॏෳؔ SI-6、SD-1・3・4・18より古い。

また同一地点において一度建て替えを行っている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、10基の柱穴で

構成される東西棟の側柱建物跡である。桁行 6.6 ｍ、梁行 5.1 ｍ、平面積 33.66 ㎡である。柱間距離は梁行

1 2 3

4 5
6

� ��DN�ɿ�
ʢ�ʙ�ʣ

� �DN�ɿ�
ʢ�ʣ

第 ��図　%۠ 4#��0 ग़Ҩ࣮ଌ図
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

75 1 須恵器 
坏

口径（12.4） 
底径（6.2） 
器高　3.9

外面 2.5Y7/3 
浅黄 
内面 10YR6/3 
にぶい黃橙

砂粒少量、白
雲母若干

やや
不良

墨書あり 
「帀」か則天
文字「天」

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/4、底部
1/3 残存

新掘方埋
土中

D区 SB-30
新掘方

益子産

75 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［2.1］

10YR4/1 
褐灰

砂粒・黒色粒
子少量

良好 底部 ナデ 底部 1/4
残存

P5覆土中 D区 SB-30 
P5

産地不明

75 3 須恵器 
不明

口径　- 
底径　- 
器高［5.0］

外面 2.5Y7/4 
浅黄 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒・黒色粒
子少量

良好 自然釉付着 口縁～体
部一部残
存

P2掘方埋
土中

D区 SB-30 
P2 掘方

安中か高崎産

75 4 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.5］

外面 10YR5/1 
褐灰 
内面 2.5Y6/2 
灰黃

砂粒少量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 当具痕

胴部一部
残存

P1覆土中 D区 SB-30 
P1

益子産

75 5 土師器 
鉢か

口径　- 
底径（12.0） 
器高［2.3］

外面 10YR7/4 
にぶい黄橙 
内面 N3/ 
暗灰

砂粒・黒色粒
子少量、白色
針状物質若干

良好 内面 黒色 外面 ヘラケズリか 
内面 ヘラミガキ

体～底部
一部残存

P3覆土中 D区 SB-30
P3

那須地方産

75 6 鉄製品 
鉄鏃か

長［6.34］ 
幅　1.27 
厚　0.45 
重　6.38

一部残存 P4覆土中 D区 SB-30 
東側柱列
南第 2柱
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第７節　D区

ではおおよそ２ｍで揃えられているが、桁行では 1.6 ～ 2.2 ｍとばらつきがある。　ओ࣠ํ　桁行の示す

方位はＮ -71° - Ｅ　ப݀　柱穴掘方の形状は、方形基調のものがほとんどである。なお確認状況や、土層の

様相から同一地点において一度建て替えを行っているものと判断した。P1・4・6・9などの状況から当初の

柱穴より、若干西側に柱穴をずらして建て替えを行ったと考えられる。規模は長軸 90～ 110 ㎝、深さは 50

～ 90 ㎝である。すべての柱穴から直径 20～ 30 ㎝ほどの円形の柱痕跡が土層断面で確認されている。　෴

　大別すると①新段階の柱痕跡（１a～１c層）、②新段階の柱穴掘方埋土（２～７層）、③旧段階の柱穴掘

方埋土（８～ 10 層）に大別される。　ग़Ҩ　P10 から出土した須恵器の坏 1点を図示した。そのほか

に土師器甕３点 89.23 ｇ、須恵器坏 8点 50.59 ｇ、蓋１点 28.43 ｇ、甕６点 58.84 ｇが出土している。　࣌

。８世紀後葉　ظ
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№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

76 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
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外面 10YR5/1 
褐灰 
内面 7.5YR5/2 
灰褐

砂粒微量・黒
色粒子若干
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第３章　小泉分校裏遺跡

̙区 S#-32（第 77図、第 38・45 表、図版一八）

　Ґஔ　調査区北西部にあたるAF-42・43、AG-43グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-4・5と重複しており、

本遺構が新しい。また同一地点において一度建て替えを行っている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東側が調査区外に

延びており全体を確認できていないが、桁行２間以上、梁行２間、７基以上の柱穴で構成される東西棟の側

柱建物跡とみられる。桁行 4.7 ｍ以上、梁行 5.3 ｍである。柱間距離は確認された範囲では 2.1 ｍほどで揃え

られている。　ओ࣠ํ　桁行の示す方位はＮ -45° - Ｅ　ப݀　柱穴掘方の形状は方形基調である。掘方底

面の状況や P2・5・7の覆土の様相から同一地点において一度建て替えを行っているものと考えられる。規

模は長さ 90 ㎝、深さ 30 ～ 60 ㎝ほどである。また P2・4・5・6では、直径 20 ～ 30 ㎝ほどの柱痕跡が確

認されている。　෴　大別すると、①新段階の柱痕跡（１a・b層）、②新段階の柱穴掘方埋土（２a～５b）、

③旧段階の掘方埋土（６・７層）に分類される。　ग़Ҩ　須恵器坏１点と瓦１点を図示した。このほか

に土師器甕１点 8.55 ｇ、須恵器坏１点、高台付坏１点 3.07 ｇ、甕４点 54.64 ｇが出土している。　ظ࣌　

９世紀第１四半期。
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第７節　D区

̙区 S#-34（第 78図、第 38表、図版一八）

　Ґஔ　調査区の中央西側にあたる AG-45、AH-44・45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-19・42 と重

複しており、SB-19 が新しく、SB-42 との新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、

10基の柱穴で構成される東西棟の側柱建物跡である。桁行 6.2 ｍ、梁行 5.1 ｍ、平面積 31.62 ㎡である。柱

間距離は２ｍほどとなっている。柱穴堀方の形状は方形または不整形のものが確認される。規模は長さ 70～

90 ㎝、深さ 20㎝である。P3・4以外の柱穴からは直径 10～ 20 ㎝ほどの円形の柱痕跡が確認されている。

　ओ࣠ํ　桁行の示す方位はＮ -75° - Ｅ　෴　大別すると柱痕跡（１a～ c層）と、柱穴掘方埋土（２a

～４層）で構成される。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

77 1 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（7.6） 
器高　4.1

外面 5Y4/1 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫・
黒色粒子少量

良好 底部 糸切り 口縁部一
部、体～
底部 1/6
残存

P2掘方埋
土中

D区 SB-32 
P2 掘方

益子産

77 2 女瓦

厚　2.1 
重　67.05

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒・礫少量 不良 外面 格子タタキ 
内面 ナデ

一部残存 P1掘方　
埋土中

D区 SB-32 
P1 掘方埋土
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第３章　小泉分校裏遺跡

̙区 S#-35（第 79図、第 38・46 表、図版一八 ・ 一九 ・ 一一七）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる、AH-43・44、AI-43・44 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-36・39、

SD-1 より古く、SB-37 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行２軒、梁行２軒、８基の柱穴で構成される側柱

建物跡である。正方形であるが、東西方向にわずかに長いことから東西棟とみられる。桁行 5.4 ｍ、梁行 5.3

ｍ、平面積 28.62 ㎡である。柱間距離は P1-P2 間を除いて 2.0 ～ 2.1 ｍほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -73°

- Ｅ　ப݀　柱穴掘方の形状は方形または楕円形である。規模は長さ 100 ㎝、深さ 10～ 30 ㎝である。P5・

７以外の柱穴からは直径 20㎝ほどの円形の柱痕跡が確認されている。　෴　大別すると柱痕跡（１a・b層）

と柱穴掘方埋土（２～５層）で構成される。　ग़Ҩ　須恵器高台付坏１点を図示した。このほかに須恵

器坏３点 10.83 ｇ、高台付坏１点 9.86 ｇ、甕３点 35.84 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀後葉か。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

79 1 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.2 
器高［3.3］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒多量、礫・
黒色粒子微量

良好 底部 回転ヘラケズリ
高台貼付

底～高台
部完存

P5
埋土中

D区 SB-35 
P5 埋土

益子産
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第７節　D区

̙区 S#-36（第 80図、第 38・47 表、図版一八 ・ 一九）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AH-43・44 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-39・SD-1 より古く、SB-

35・37 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行３間、12基の柱穴で構成される側柱建物跡である。

正方形であるが、東西方向がわずかに長いことから東西棟とみられる。規模は桁行 5.2 ｍ、梁行 5.1 ｍ、平面

積 26.52 ㎡である。柱間距離は P11-P12・P5-P6 が 1.4 ｍ、P4-P5・P7-P8 が 1.8 ｍ、それ以外は 1.6 ｍとなっ

ている。　ओ࣠ํ　桁行の示す方位はＮ -65° - Ｅ　ப݀　柱穴掘方の形状は円形基調である。規模は長軸

60㎝、深さ 10～ 60㎝ほどである。すべての柱穴からは、直径 10～ 20㎝の円形の柱痕跡が確認されている。

　෴　大別すると柱痕跡（１a～ c 層）と、柱穴掘方埋土（２a～７層）で構成される。　ग़Ҩ　須恵

器坏１点、甕１点を図示した。このほかに土師器甕５点 28.32 ｇ、須恵器坏４点 27.53 ｇ、蓋２点 14.63 ｇ、

甕１点 3.69 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀第４四半期。
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第３章　小泉分校裏遺跡

̙区 S#-37（第 81図、第 38・48 表、図版一八 ・ 一九）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AH-43・44、AI-44 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-35・36・39、

SD-1 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、10 基の柱穴で構成される南北棟の側柱建物跡で

ある。桁行６ｍ、梁行４ｍ、平面積 24㎡である。柱間距離は P1-P2 が 1.7 ｍ、P5-P6・P6-P7・P8-P9 が 1.9 ｍ、

それ以外は 1.8 ｍとなっている。　ओ࣠ํ　桁行の示す方位はＮ -20° - Ｗ　ப݀　柱穴掘方の形状は楕円

形である。規模は直径 50㎝、深さ 10～ 40 ㎝である。P6以外の柱穴からは直径 20㎝ほどの円形の柱痕跡

が確認されている。また、柱痕跡が確認できなかった P9も掘方底面が１段窪む部分があり、これが柱痕跡で

あった可能性がある。　෴　大別すると柱痕跡（１a～ c 層）と、柱穴掘方埋土（２a・b層）で構成され

る。　ग़Ҩ　須恵器坏１点を図示した。このほかに土師器甑１点 22.93 ｇ、須恵器坏３点 5.05 ｇ、甕２

点 36.26 ｇが出土している。　ظ࣌　土器の時期は９世紀第一四半と考えられるが、他の遺構との新旧関係

から、８世紀後葉以前か。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

80 1 須恵器 
坏

口径（13.8） 
底径（8.0） 
器高　3.5

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量、黒
色粒子微量

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁～底
部一部残
存

P9
覆土中

D区 SB-36 
P9

益子産

80 2 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［16.2］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黃灰

砂粒多量、礫
微量

良好 口縁部内面 ナデ 
胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

胴部一部
残存

P5掘方
埋土中

D区 SB-36 
P5 掘方

産地不明

／
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ア
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̙区 S#-39（第 82図、第 38・49 表、図版一九）

　Ґஔ　調査区中央にあたる AH・AI-44 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-1 より古く、SB-35・36・37

より新しい。SB-49 との新旧関係は不明である。P10 のように古い柱痕がみられるため、ほぼ同一地点にお
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いて一度建て替えを行ったとみられる。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、10基の柱穴で構成される、

南北棟の側柱建物跡である。桁行 9.2 ｍ、梁行６ｍ、平面積 55.2 ㎡である。柱間距離は P1-P10・P3-P4・

P7-P8・P9-P10 が 2.5 ｍ、P8-P9・P4-P5 が 2.8 ｍ、P1-P2・P2-P3 が 2.7 ｍ、P6-P7 が 2.1 ｍとなっている。

　ओ࣠ํ　桁行が示す方位はＮ -10° - Ｗ　ப݀　柱穴掘方の形状は方形または不整楕円形である。規模は

長軸 80 ～ 100 ㎝、深さ 10 ～ 50 ㎝ほどである。底面の痕跡や土層からすべての柱穴で直径 10 ～ 30 ㎝の

柱痕跡が確認されている。　෴　大別すると、①新段階の柱痕跡（１a・ｂ層）、②新段階の柱穴掘方埋土（２

a～４層）、③旧段階の柱痕跡（５層）、④旧段階の柱穴掘方埋土（６・７層）で構成される。　ग़Ҩ　須

恵器坏２点を図示した。このほかに土師器甕 10点 91.01 ｇ、甑１点 5.54 ｇ、須恵器坏 18点 67.19 ｇ、蓋

１点 8.54 ｇ、甕５点 52.9 ｇ、壺１点 13.55 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀後葉か。

̙区 S#-41（第 83図、第 38・50 表、図版一九・一一七）

　Ґஔ　AK-46・47 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-1、SK-46 と重複しており、本遺構が古い。　ฏ

໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、10基の柱穴で構成される南北棟の側柱建物跡である。桁行 5.8 ｍ、梁
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計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 
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出土 
状態 注記 産地・備考

82 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［2.1］

5Y5/2 
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行 4.9 ｍ、平面積 28.4 ㎡である。柱間距離は P2-P3・P6-P7 が 2.2 ｍで、それ以外はおおよそ 1.9 ｍで揃っ

ている。　ओ࣠ํ　桁行が示す方位はＮ -18° - Ｗ　ப݀　柱穴掘方の形状は不整な方形または楕円形と

なっている。規模は長さ 60～ 90 ㎝、深さ 20～ 30 ㎝である。P7・8以外の柱穴からは直径 20㎝ほどの円

形の柱痕跡が確認されている。　෴　大別すると、柱痕跡（１a～ c 層）、と柱穴掘方埋土（２a～４ｂ層）

で構成される。　ग़Ҩ　土師器埦１点、須恵器坏１点、高坏１点を図示した。このはかに須恵器坏 11点

51.74 ｇ、蓋 3点 11.31 ｇ、甕２点 14.43 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

̙区 S#-42（第 84図、第 38・51 表、図版一九）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AH-44・45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-19、SD-3・8 より古く、
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� 　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
�C�৭　　　ϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
�B�໌৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ
� 　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
�C�໌৭　　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̐� ҉ԫ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石

質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 
状態

出土 
状態 注記 産地・備考

83 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［1.5］

5Y7/2 
灰白

砂粒少量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ 体部一
部、底部
1/4 残存

P9
覆土中

D区 SB-41 
P9

益子産

83 2 土師器 
埦

口径（14.4） 
底径　- 
器高［5.1］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 口縁部外面 ロクロナデ
体部外面 ヘラミガキ・ケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁～体
部 1/6 残
存

一括 D区 SB-41 
一括

83 3 須恵器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［5.0］

2.5Y6/1 
黄灰

砂粒少量 良好 ３透し 脚部一部
残存

P2
覆土中

D区 SB-41 
P2

産地不明

ー 二＼

¥--
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SI-7 より新しい。SB-34 との新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、10基の柱穴

で構成される東西棟の側柱建物跡である。桁行 7.6 ｍ、梁行 5.1 ｍ、平面積 38.76 ㎡である。柱間距離は P1-

P2・P4-P5・P5-P6・P7-P8 が２ｍ、それ以外が 2.2 ｍで揃っている。　ओ࣠ํ　桁行が示す方位はＮ -83°

-Ｅ　ப݀　柱穴堀方の形状は楕円形または方形である。規模は長さ50～80㎝、深さ20㎝である。P1・2・4・6・

7・9・10からは直径 10～ 20㎝ほどの円形の柱痕跡が確認されている。P3・5・8については底面付近がわ

ずかに窪んでおり、この部分が柱痕跡の可能性がある。　෴　大別すると、柱痕跡（１a～ c 層）、柱穴掘

方埋土（２a～４層）で構成される。　ग़Ҩ　須恵器坏１点を図示した。このほかに須恵器甕１点 13.91

ｇ、蓋１点 3.91 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉か。

̙区 S#-49（第 85図、第 38・52 表）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるAI-44・45グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-1より古く、SI-13より新しい。

SB-39 との新旧関係は不明である。また、同一地点で建て替えを行っている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、

梁行２間、10 基の柱穴で構成される南北棟の側柱建物跡である。規模は桁行 6.9 ｍ、梁行 5.2 ｍ、平面積

35.88 ㎡である。柱間距離は P3-P4・P4-P5・P5-P6 が 2ｍ、P1-P2・P2-P3・P6-P7・P7-P8、P1-P10 が 2.4

ｍ、P9-P10 が 1.7 ｍとなっている。　ओ࣠ํ　桁行が示す方位はN-18° - Ｗ　ப݀　柱穴掘方の形状は隅

丸方形または不整な楕円形である。長軸 60 ～ 100 ㎝、深さ 30 ～ 60 ㎝である。P3 ～ 6・8・10 からは直

径 20㎝ほどの円形の柱痕跡が確認された。また P7からは柱を抜き取った痕跡が確認されている。　෴　

大別すると、新段階の抜き取り痕（1a・1b）、柱痕跡（2a ～ 2c 層）、新段階の柱穴掘方埋土（３～７層）、旧

段階は柱穴掘方埋土（8・9層）で構成される。　ग़Ҩ　須恵器坏１点、高台付坏１点、瓦１点を図示し

た。このほかに土師器甕 3点 21.53g、須恵器坏 22点 135.27g、高台付坏１点 35.23g、蓋１点 6.23g、甕７

点 129.93g が出土している。　ظ࣌　不明。

第 �1ද　%۠ 4#��2 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

84 1 須恵器 
坏

口径（13.5） 
底径　7.8 
器高　4.1

2.5Y6/3 
にぶい黄

砂粒微量、黒
雲母若干

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ヘラケズ
リ

口縁～底
部一部残
存

P8
覆土中

D区 SB-37 
P8

益子産口 ロ
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1 2

3

B

B'
D

D'

AA'

C
C'

SB-49

柱抜き取り痕

P1 P2
P3

P4

P5

P6

P10

P7
P8

P9

SD-1

SB-39

SI-13

AA'

B B'
C

C'
D

D'

3
2b

2b
2a

3
3

4b
4a

4a

4a
4a

4b
8 9

4a

4a
8

土
器

2b

2c
1a

33

1b33

8

4b 4a

8

2c

5

2c
3

3
3

6

8
7

4a

3

4a 4a2a

SD-1

P1
SD-1

P10
P8

P9

P1 P2 P3

P3
P4

P5
P6

P6P7P8

4#���
ʢ৽ʣ
��B� ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠ࢠ৭　ϩʔϜཻ໌ ·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
　　　　　　　ʢபൈ͖औΓࠟʣ
��C� ৭ͷࠞɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ৭　ϩʔϜϒϩοΫͱ҉໌
　　　　　　　ʢபൈ͖औΓࠟʣ
��B� গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢபࠟʣࢠ৭　ϩʔϜཻ҉
��C� গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢபࠟʣࢠ৭　　ϩʔϜཻ
��D� গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠ࢠ৭　　ϩʔϜཻ ·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
　　　　　　　ʢபࠟʣ
̏� গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ

��B� ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
��C� ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
̑� փ৭　ϩʔϜཻࢠগྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̒� ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠগྔɺԽɾমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ
̓� ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ
ʢچʣ
̔� ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
̕� ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

85 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［2.7］

外面 7.5Y4/2 
灰オリーブ 
内面 5YR3/2 
オリーブ黒

砂粒少量、礫・
赤色粒子微量

良好 底部 ヘラケズリ 体部一
部、底部
1/4 残存

覆土中 D区 SB-49 
P4

益子産

85 2 須恵器 
高台付坏か

口径　- 
底径（8.6） 
器高［1.7］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 7.5Y5/1 
灰

砂粒少量、礫
若干

良好 底部 糸切り
高台貼付

底部 1/3
残存

覆土中 D区 SB-49 
P4

益子産

85 3 女瓦
厚　2.6 
重　151.63

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 5Y4/2 
灰オリーブ

良好 外面 格子タタキ 
内面 ナデ、布目痕

一部残存 覆土中 D区 SB-46 
P6

／ ＿． 

¥」-J 、し＿~三··`

、ロニロ
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３　溝

　調査区を南北に湾曲しながら縦断している。SD-1 と 3は平行する。

̙区 SD- １（第 86・87 図、第 53・54 表、図版一九 ・ 一一七）

　Ґஔ　調査区を南北に縦断するかたちで、AG-41 ～ 43、AH-43・44、AI-44・45、AJ-45 ～ 47、AK-46・

47 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-6・14・28、SB-30・31・36・37・39・41・49、SD-8 と重複し

ており、本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　調査区北部から、南端まで約 75 ｍを南北に延びている。幅

は地点によって異なり最小で 60㎝、最大で 120 ㎝ほどとなっている。溝の幅が長い部分は中央付近であり、

この部分では掘り返しの痕跡（１・２層）が明瞭に認められる。深さは 10～ 20 ㎝ほどと浅い。　ओ࣠ํ

　Ｎ -40° - Ｗ　෴　北側の３か所で土層観察を行った。覆土は２層で、掘り返し部分の様相から１層が新

しい段階の堆積土、２層が古い段階の堆積土とみられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており比較的丸みを

帯びている。壁は非常に緩やかな立ち上がりである。　ग़Ҩ　須恵器坏１点、蓋１点、甕１点、瓦１点

を図示した。２は短頸壺の蓋である。このほかに土師器坏５点 15.95 ｇ、甕 26点 277.81g、須恵器坏 26点

171.72 ｇ、蓋７点 172.03g、捏ね鉢１点 54.48 ｇ、甕 24 点 511.62 ｇ、瓦５点 404.36 ｇ、陶器３点 11.8

ｇが出土している。　　９　ظ࣌世紀以降で、現在の道跡と平行する。

1 2

3

4
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第 ��ද　%۠ܭߔ�ଌද

第 8�図　%۠ 4%�1　ग़Ҩ࣮ଌ図

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m）

幅 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SD-1 SD-70

AG-41 ～ 43 
AH-43･44 
AI-44･45 
AJ-45 ～ 47 
AK-46･47

N-40° -W S 字状 (75.00) 0.60 ～
1.20

0.10 ～
0.20 逆台形 有 SI-6･14･28､SB-30·31･36･37

39･41·49、SD-8より新

SD-2 - AF-41･42 N-30° -E 直線状 3.10 0.50 ～
0.60

0.10 ～
0.20 逆台形 有

SD-3 SD-71

AF-42 
AG-42･43 
AH-43 ～ 45 
AI-45

N-30° -W S 字状 42.00 0.50 ～
1.10 0.10 逆台形 有 SI-6､SB-31·42､SD-1･8 より

新

SD-4 - AF-42･43 
AG-42･43 N-10 ～ 40° -W 弧状 22.00 1.50 ～

1.90
0.10 ～
0.20 逆台形 有 SI-6･43､SB-31･32､SD-18 よ

り古

SD-5 - AF-43 N-45° -W 直線状 3.00 0.10 未満 逆台形 無 SB-32 より古

SD-8 -

AH-44･45 
AI-45 
AJ-45･46 
AK･AL-46

N-68° -W S 字状 44.00 1.00 0.10 逆台形 有 SI-29､SB-42､SD-1 より新
SD-3 とは同時期か

SD-17 - AJ･AK-47 N-35° -W 直線状 5.10 0.90 0.10 未満 逆台形 有 SI-16 より新

SD-18 - AG-43･44 
AH-44 N-10° -W -S 字状 10.00 0.90 0.10 未満 逆台形 無

SB-10 より古 
SB-31 より新
SD-4 とは同時期か
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SB-30
SB-32

SB-31

SI-43

SI-6

SB-10

SB-39

SB-37

SB-36 SB-35

SB-42

SI-29

SI-14

SI-28

SB-49

SI-16

SB-41

SD-2

SD-1a
SD-1b

SD-3a
SD-3b

SD-3

SD-4

SD-5

SD-18
SD-1

SD-8

SD-17

SD-8
SD-1

調
査
区
外

調査区外 1 2

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

12

12

1

12 2

3

1
1 1232

5

4

1

2

4

1

1

SI-28カマド

SI-28

1 1

2

3

SD-2 SD-1

SD-2

SD-3

SD-1SD-3

SD-4b SD-4a SD-3bSD-3a SD-1b SD-1a

SD-4b SD-4a

SD-18

SD-17 SD-8

SD-1

A A'
88.90m

B B'
88.90m

C C'
88.90m

E E'
88.90m

D D'
88.90m

A

A'

B
B'

C

C'D
D'

G'G
88.90m

G G'

E
E'

F F'
88.20m

F

F'

I I'
89.60m

J J'
89.10m

H H'
89.60m

H
H'

I
I'

J
J'

ᶗ　փ৭　　　දʢ࡞ߞݱʣɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
ᶘ　৭　　　　ϩʔϜཻࢠɾփന৭ཻࢠগྔɻ
　　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
ᶙ　҉փԫ৭　ϩʔϜҠɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ
　　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
4%��
ʹগྔɻ͠·Γඇৗࢠ৭　　　փന৭ཻ҉　̍
　　　　　　　　　͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢ4%��B ෴ʣ
̎　҉փ৭　　ϩʔϜཻࢠগྔɺϩʔϜཻࢠɾ
　　　　　　　　　փന৭ཻࢠগྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ
　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢ4%��C ෴ʣ
̏　փ৭࣭࠭　ϩʔϜཻࢠগྔɺϩʔϜϒϩοΫ
　　　　　　　　　ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
4%��
গྔɻ͠·Γࢠɾփന৭ཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　　ඇৗʹ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
̎　҉փԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɻ͠·Γඇৗʹ
　　　　　　　　　͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4%��
　　　　　　　　　গྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢ4%��B ෴ʣ
　　　　　　　　গྔɻࢠগྔɺϩʔϜཻࢠ৭　　　փന৭ཻ҉　̎
　　　　　　　　　͠·Γඇৗʹ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢ4%��C ෴ʣ
̏　҉փԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺփന৭ཻࢠɻ
4%��
গྔɻ͠·Γඇৗʹ͋ΓɻࢠͷϩʔϜཻޙ৭　　　�ʙ�DNલ҉　̍
　　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢ4%��B ෴ʣ
̎　҉ԫ৭　　ϩʔϜཻࢠଟྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
　　　　　　　　　ʢ4%��B ෴ʣ
　　গྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　　　　ϩʔϜཻ　̏
　　　　　　　　　ʢ4%��C ෴ʣ
̐　҉փԫ৭　ϩʔϜཻࢠɾ�DNҎ্ͷϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ
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̙区 SD- ２（第 87図、第 53表）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AF-41・42 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東

－南西方向に 3.1 ｍほど延びている。幅は 50～ 60 ㎝、深さは 10～ 20 ㎝ほどと浅い。　ओ࣠ํ　Ｎ -30

° - Ｅ　෴　粘性の強い暗褐色土・灰暗褐色土の２層を確認した。　ఈ໘　ローム層中に作られており、や

や凹凸が目立つがおおむね平坦に作られている。壁は底面から緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示でき

る遺物はないが、土師器甕 10.89 ｇ、須恵器坏１点 1.84 ｇ、甕２点 10.54 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̙区 SD- ３（第 87図、第 53表・図版े九）

　Ґஔ　調査区中央を南北に延びるかたちで、AF-42、AG-42・43、AH-43・44・45、AI-45 グリッドに位置

している。　ॏෳؔ　SI-6、SB-31・42、SD-1・8と重複しており、本遺構が新しい。SD-1・4と平行する。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西 -南東方向に42ｍほど延びている。幅は地点によって異なり50～ 110㎝ほどとなっ

ている。掘り返しが行われており、北側では２条の溝 (3a・3b) が並行して延びている。深さは最大で 10㎝

ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｗ　෴　北側を中心に４か所で土層観察を行い、３層に分層した。こ

のうち１層が新しい段階 (3a) の覆土、２・３層が古い段階 (3b) の溝の覆土である。　ఈ໘　底面は新旧とも

にローム層中に作られており、壁は底面より緩やかに立ち上がっている。　ग़Ҩ　図示できる遺物はな

いが、土師器甕７点 63.44g、須恵器坏５点 11.81 ｇ、高台付坏１点 2.81 ｇ、甕２点 65.94 ｇ、陶器１点 2.07g

が出土している。　９　ظ࣌世紀以降か。

̙区 SD- ４（第 87図、第 53表）

　Ґஔ　AF-42・43、AG-42・43 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-6・43、SB-31・32、SD-18 と重複

しており、本遺構が最も古い。4aは SD-18 と同じ溝の可能性が高い。SD-3 との距離は約２ｍほどで平行する。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西－南東方向に 22ｍほど延びている。幅は地点によって異なり 150 ～ 190 ㎝ほどと

なっている。深さは10～20㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-10～40°-Ｗ　෴　３か所で土層観察を行い、

５層に分層した。このうち１～２層は新しい段階 (4a) のもの、３～５層は古い段階 (4b) の覆土である。　ఈ

໘　ローム層中に作られている。掘り返しの影響でやや凹凸がみられる。壁は底面から緩やかに立ち上がる。

　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕 17点 124.39 ｇ、須恵器坏５点 32.81 ｇ、蓋３点 27.6 ｇ、

高台付坏１点 8.06 ｇ、甕２点 17.68 ｇ、蓋１点 13.12 ｇ、が出土している。　７　ظ࣌世紀以前か。

第 ��ද　%۠ 4%�1 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

86 1 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（7.0） 
器高［4.1］

外面 7.5YR5/2 
灰オリーブ 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒・礫微量 良好 ロクロ目内面顕著 
体部下端 手持ちヘラケズ
リ

口縁～底
部 1/8 残
存

覆土中 D区 SD-70 
SI-28 付近

益子産

86 2 須恵器 
蓋

口径（12.2） 
底径　- 
器高［3.4］

外面 2.5Y6/3 
にぶい黃 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量 良好 口縁部一
部、体部
1/3 残存

覆土中 D区 SD-70 
SI-29 付近

益子産

86 3 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［6.9］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黃 
内面 10YR5/1 
褐灰

砂粒多量 良好 胴部外面 平行タタキ 一部残存 覆土中 D区 SD-70 
SI-28 付近

益子産か

86 4 女瓦

厚　2.1 
重　155.21

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/3 
にぶい黄

砂粒多量、礫
少量

良好 凸面 縄タタキ 
凹面 糸切痕・ナデ 
側面 ヘラケズリ

一部残存 覆土中 D区 SD-70 
D 区南端
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̙区 SD- ５（第 87図、第 53表）

　Ґஔ　調査区東側にあたるAF-43グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-32と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西－南東方向に３ｍほど延びている。遺存状況が極めて悪く深さは 10㎝にも満たない。

　ओ࣠ํ　Ｎ -45° - Ｗ　෴　ほとんど残っておらず詳細不明。　ఈ໘　ローム層中に作られており、比

較的平坦に作られている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̙区 SD- ８（第 87図、第 53表）

　Ґஔ　調査区中央部から南東部にあたる AH-44・45、AI-45、AJ-45・46、AK-46、AL-46 グリッドにわ

たって位置している。　ॏෳؔ　SI-29、SB-42、SD-1 より新しく、SD-3 と合流する。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　

北西－南東方向にやや湾曲しながら 44ｍほど延びている。最大幅は 100cm、深さは地点によって差がある

がおおよそ 10㎝ほどとなっている。AH-44・45、AI-45 グリッドでは SD-3 と重複しつつ、ほぼ同じ方向に

延びている。南東側に行くほど徐々に浅くなり AK-46 グリッドでは溝が途切れる箇所がある。　ओ࣠ํ　

Ｎ -68° -Ｗ　෴　２か所で土層観察を行い、２層に分層した。基本的には２層とした暗褐色土が全体を覆っ

ている。１層はロームブロックを主体とした黄褐色土である。　ఈ໘　丸みを帯びており、壁は底面から緩

やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏１点 6.58 ｇ、甕２点 70.81 ｇ、須恵器

坏 27点 169.02 ｇ、高台付坏１点 27.33g、蓋２点 12.4 ｇ、瓦４点 325.82 ｇ、陶器１点 3.19 ｇが出土して

いる。　ظ࣌　不明。

̙区 SD-17（第 87図、第 53表）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AJ・AK-47 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-16 と重複しており、本遺構

が新しい。SD-1 と平行する。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西－南東方向に 5.1 ｍほど延びている。最大幅は 90㎝、

遺存状況が悪く深さは 10㎝未満である。　ओ࣠ํ　Ｎ -35° - Ｗ　෴　ローム粒子を多く含む灰黄褐色

土が堆積している。本遺構が破壊している SI-16 の貼床土に近似している。　ఈ໘　丸みを帯びるが、やや凹

凸が認められる。　ग़Ҩ　土師器 1点 1.91 ｇ、甕１点 14.56 ｇ、須恵器坏１点 4.61 ｇ、蓋１点 4.79 ｇ、

陶器１点 1.76 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̙区 SD-18（第 87図、第 53表）

　Ґஔ　調査区中央西側にあたるAG-43・44、AH-44グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-6・SB-10より古く、

SB-31より新しい。SD-4とは同じ溝になる可能性が高い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に10ｍほど延びている。

最大幅は 90㎝ほどで、深さは 10㎝未満である。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｗ　෴　しまりのある褐色土が

堆積している。SB-10 を作る時に埋め、整地していると考えられる。　ఈ໘　丸みを帯びており、壁は底面

より緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　８　ظ࣌世紀後葉以前。
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４　土坑　

　台地の平坦面～傾斜面に７基が確認されている。

̙区 SK-20（第 88図、第 55表、図版一九）

　Ґஔ　調査区東部にあたる AJ-44 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-21 と重複しているが新旧関係は

不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西－南東方向に長い楕円形で、長軸 115 ㎝、短軸 85㎝、深さ 20㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -60° - Ｗ　෴　３層に分層した。１層は黒褐色土、２・３層は底面を覆う暗褐色土である。

　ఈ໘　ローム層中に作られており平坦になっている。壁は比較的急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　図示

できる遺物はないが、須恵器坏１点 32.06 ｇ、蓋１点 7.36 ｇ、甕２点 38.26 ｇ、瓦１点 157.86 ｇが出土し

ている。　ظ࣌　不明。

̙区 SK-33（第 88図、第 55表、図版二ʓ）

　Ґஔ　調査区中央部付近にあたる AJ-45 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南

北方向に長い長方形で、長軸 220 ㎝、短軸 95㎝、深さ 60㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴　７

層に分層した。固く締まっている。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。壁は底面から

急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　形状や覆土の状況から、縄文時代の陥し穴の

可能性が高い。

̙区 SK-38（第 88図、第 55表）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AK-46 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　直径

120 ㎝ほどの円形で深さは６㎝ほどである。　　෴　不明。　ఈ໘　平坦に作られている。　ग़Ҩ　

出土していない。　ظ࣌　不明。

̙区 SK-44（第 88図、第 55表、図版二ʓ）

　Ґஔ　調査区南部にあたるAI・AJ-48グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　楕円形で、

長軸 75㎝、短軸 60㎝、深さ 10㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -40° - Ｗ　෴　石や焼土粒子・炭化物を含む

褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや丸みを帯びている。壁は緩やかに立ち上

がる。　ग़Ҩ　覆土中から石が出土している。図示できる遺物はないが、土師器甕１点 30.55 ｇ、須恵

器坏７点 27.09g、高台付坏２点 34.45 ｇ、甕５点 15.37 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

第 ��ද　%۠�ܭଌද

遺構番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-20 AJ-44 N-60° -W 楕円形 1.15 0.85 0.20 逆台形 有 SB-21 と重複

SK-33 AJ-45 N-20° -E 長方形 2.20 0.95 0.60 箱形 無 陥し穴か

SK-38 AK-46 - 円形 1.20 1.20 0.06 皿状 無

SK-44 AI･AJ-48 N-40° -W 楕円形 0.75 0.60 0.10 皿状 有

SK-45 AI-47 N-80° -E 楕円形 0.70 0.65 0.25 鍋底状 有

SK-46 AK-46 - 円形 0.80 0.80 0.24 逆台形 有 SB-41 より新

SK-47 AJ-47 N-80° -W 隅丸方形 0.62 0.50 0.50 U 字状 無
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̙区 SK-45（第 88図、第 55表、図版二ʓ）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AI-47 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　楕円形で、

長軸 70㎝、短軸 65㎝、深さ 25㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -80° - Ｅ　෴　灰色粘土ブロックやローム粒

子を含む暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。壁は急斜度で

立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕３点 80.6 ｇ、須恵器坏７点 28.55 ｇ、甕１点

8.46 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

SK-46出土遺物

1 2

3

A A'
89.60m

A A'

A A'
89.10m

A A'

A A'
89.20m

A A'

A A'
89.80m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'
89.60m

A A'

A A'
89.80m

A A'

SK-44

SK-33

SK-45 SK-46

SB-41
P2

SK-47

SK-38

SB-21
P4

SK-20

1
2

3

4 5 6
7

1 1 1 2
2

1

2

1
2

3

石

 SK-20
１　黒褐色土　ローム粒子少量、黒色土ブロック微量。
　　　　　　　しまり欠ける。粘性ややあり。
２　暗褐色土　ローム粒子やや多量。しまり欠ける。
　　　　　　　粘性ややあり。
３　暗褐色土　ロームブロックやや多量。しまり
　　　　　　　欠ける。粘性ややあり。

SK-44
１　褐色土　　焼土粒子・炭化物粒子少量。しまりややあり。
　　　　　　　粘性欠ける。

SK-45
１　暗褐色土　ローム粒子・灰色粘土粒子・灰色粘土ブロック
　　　　　　　少量。しまりややあり。粘性欠ける。
　　　　　　　（埋め戻しか）

SK-46
１　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりややあり。粘性欠ける。
２　明褐色土　ローム粒子やや多量。しまり欠ける。粘性欠ける。

SK-47
１　褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりやや欠ける。粘性ややあり。
２　明褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや多量。しまりややあり。粘性あり。
　　　　　　　（埋め戻しか）

SK-33
１　暗褐色土　　　ローム粒子・灰白色粒子・赤色粒子少量。しまり非常にあり。
　　　　　　　　　粘性ややあり。
２　暗灰黄褐色土　ローム粒子やや多量、灰白色粒子・赤橙色粒子少量。しまり非常に
　　　　　　　　　あり。粘性ややあり。
３　灰黄褐色土　　ロームブロックと褐色土の混合土。しまり非常にあり。粘性非常にあり。
４　黄褐色土　　　ロームブロックやや多量、ローム粒子・灰白色粒子やや少量。しまり非常にあり。
　　　　　　　　　粘性非常にあり。
５　黄褐色土　　　４層に類似。４層よりロームブロックの混入がやや少ない。しまり非常にあり。
　　　　　　　　　粘性非常にあり。
６　灰褐色土　　　ローム粒子やや多量、灰白色粒子少量。しまり非常にあり。粘性非常にあり。
７　暗灰褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや少量。しまり非常にあり。粘性非常にあり。

0 2m1：80

0 10cm1：4
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̙区 SK-46（第 88図、第 55・56 表、図版二ʓ ・ 一一七）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AK-46 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-41P2 と重複しており本遺構が新

しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　直径 80㎝ほどの円形で、深さは 24㎝ほどである。　ओ࣠ํ　不明。　෴　

自然堆積土とみられる暗褐色土と明褐色土の２層である。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや凹凸が

認められる。壁は比較的急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器高台付坏１点、甕１点、土師質土器皿１

点を図示した。このほかに土師器坏３点 18.51 ｇ、甕９点 302.38 ｇ、須恵器坏 15点 119.16 ｇ、高台付坏

３点 85.88 ｇ、甕４点 67.1 ｇが出土している。　10　ظ࣌世紀以降か。

５　遺ߏ֎の遺物

　表土中から出土したものを掲載する。

̙区Ҩߏ֎ͷҨ（第 89図、第 57表）

　須恵器の坏 1点と鉄製品２点を図示した。１の坏

は底部が糸切り離しである。２と３は釘と考えられ

る。他に遺構外の遺物は縄文・弥生土器が出土して

いるが、第３章第３節に示した。

̙区 SK-47（第 88図、第 55表）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AJ-47 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　規模は長

軸 62 ㎝、短軸 50 ㎝、深さ 50 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -80° - Ｗ　෴　上部に堆積する褐色土と底面

を覆う明褐色土の２層を確認した。このうち底面を覆う明褐色土はロームブロックを多く含み締まりがある。

　ఈ໘　丸みを帯び、壁は底面から急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

1

2 3

� �DN�ɿ�
ʢ�ŋ�ʣ

� ��DN�ɿ�
ʢ�ʣ

第 8�図　%۠�　Ҩߏ֎ग़Ҩ࣮ଌ図

第 ��ද　%۠ 4,��� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 備考

88 1 土師器 
皿

口径（9.2） 
底径　5.0 
器高　1.5

外面 7.5YR7/4 
にぶい橙 
内面 5YR7/6 
橙

砂粒微量、黒
雲母・赤色粒
子若干

良好 底部 糸切り 口縁部
1/4 残
存、底部
ほぼ完存

覆土中 D区 SK-46 
一括

88 2 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［1.9］

外面 10YR5/2 
灰黄褐 
内面 5YR5/6 
明褐

砂粒微量 良好 底部 糸切り
高台貼付

高台部
1/2 残存

覆土中 D区 SK-46 
一括

88 3 土師器 
甕

口径（21.0） 
底径　- 
器高［11.8］

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ヘラナデ

口縁部
1/6 残存

覆土中 D区 SK-46 
一括

第 ��ද　%۠Ҩߏ֎ग़Ҩ؍ද
図版
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 備考

89 1 須恵器 
坏

口径（11.6） 
底径（6.2） 
器高　3.9

5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫・
黒色粒子微量

良好 底部 糸切り 口縁～底部
1/4 残存

表採 D区 
P・J43 グ
リッド一括

益子産

89 2 鉄製品 
釘か

長［2.70］ 
幅　0.42 
厚　0.32 
重　0.94

一部残存 表採 D区 
AL47 周辺

89 3 鉄製品 
釘か

長［2.23］ 
幅　0.48 
厚　0.26 
重　0.96

一部残存 表採 D区東 
表土一括

三ン ：＼— O -[ 

I ¥ 
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第̔節　̚区

　Ｅ区は、台地上に、道路を挟んでＤ区と隣接する。竪穴建物跡 30軒、掘立柱建物跡４棟、柵列１列、溝２

条、円形有段遺構３基、土坑 102 基、ピット 34基、焼土遺構１基が確認された。
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI- ４（第 91・92 図、第 58・59 表、図版二一）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AM-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-9、SB-183、SK-13 より古く、

SI-10 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　長軸方向が長い長方形である。東西 5.72 ｍ、南北 4.44 ｍ、面積は

25.40 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 16㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -51° - Ｗ　෴　４層である。2

層は壁溝か。４層は床下土坑の覆土と考えられる。　চ໘　中央部、カマドの前と P5の周囲に踏み締まりと

みられる硬化面が確認された。東壁際には幅 10～ 30㎝、深さ５㎝ほどの壁溝が巡る。　ப݀　P1～９

が確認された。竪穴建物に付随する柱穴は不明である。柱穴は P1・６・７・９が楕円形、P2～５・８が円

形である。P1が長軸 50㎝、短軸 38㎝、深さ 26㎝、P2が直径 27㎝、深さ 19㎝、P3が直径 30㎝、深さ

12㎝、P4が直径 20㎝、深さ 6㎝、P5が長軸 37㎝、短軸 34㎝、深さ 22㎝、P6が長軸 61㎝、短軸 51㎝、

深さ 45㎝、P7が長軸 56㎝、短軸 50㎝、深さ 12㎝、P8が直径 48㎝、深さ 20㎝、P9が長軸 85㎝、短

１　竪穴建物跡

　台地上に立地し、D区に近い北西部に 24軒と南東部に６軒の２ヶ所に集中している。

第 �8ද　&۠�୦݀ݐܭଌද

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 東西 
（m）

南北 
（m）

深さ 
（m） ピット 炉 カマド 貯蔵穴 壁溝 間仕 

切溝
出土 
遺物 重複関係

SI-4 SI-4 AM-49 N-51° -W 長方形 5.72 4.44 0.16 9 無 有 無 有 無 有 SI-9､SB-183､SK-13 よ
り古　SI-10 より新

SI-9 SX-9 AM-49 N-2° -E 不整方形 3.56 3.96 0.16 1 無 有 有 無 無 有
SI-75､SA-186､SD-
1･3､SK-166 より古 
SI-4､SB-183 より新

SI-10 SI-10 AL-48･49 
AM-48･49 N-48° -E 方形か (3.84) 3.86 0.03 1 無 有 無 無 無 無 SI-4､SK-5･7･126 より

古
SI-11 SI-11 AL-48･49 N-10° -W 方形か 3.56 3.20 0.06 無 無 有 無 無 無 有
SI-12 SI-12 AM-49 N-112° -E 方形 3.08 2.96 0.10 4 無 有 有 無 無 有 SI-15､SB-183 より新

SI-15 SI-15 AM-49 N-30° -E 長方形 [2.48] 2.36 0.04 1 無 有 無 無 無 有 SI-12・SK-40 より古 
SB-183 より新

SI-29 SI-29 AL-50 
AM-50 N-93° -E 方形 2.90 3.24 0.04 無 無 有 無 無 無 有 SK-30 より古

SI-35 SI-35 AM-50･51 N-110° -E 方形 3.80 3.80 0.04 無 無 2 無 無 無 有 SK-34･36 より古

SI-43 SI-43 AN-51 N-110° -E 長方形 4,20 3.76 0.20 4 無 有 有 無 無 有
SK-59･201 より古 
SI-44､SK-162･184 よ
り新

SI-44 SI-43 AN･AO-51 N-95° -E 方形 3.92 4.24 0.20 2 無 有 無 有 無 有 SI-43･128､SK-79･80
より古

SI-49 SI-49 AL･AM-47 N-4° -W 不明 [0.84] [0.92] 0.14 無 無 無 無 無 無 有
SI-51 SI-51 AM-47･48 N-0° 長方形 3.86 3.08 0.42 2 無 有 無 無 無 有 SK-65 より古

SI-61 SI-61 AN-48 N-110° -E 長方形 3.26 2.82 0.18 無 無 有 無 無 無 有
SK-73 より古 
SI-68･74 より新 
SK-62 と重複

SI-64 SI-64 AO-49 N-95° -E 長方形 3.66 4.38 0.24 7 無 有 無 有 無 有 SK-66 より古
SI-67 SI-67 AM･AN-48 N-18° -E 長方形 3.54 3.12 0.32 無 無 2 有 無 無 有 SI-74･75 より新

SI-68 SI-68 AN-49 N-22° -W 長方形 5.24 4.86 0.40 1 無 有 無 有 無 有 SI-61･74､SD-1･3 より
古

SI-72 SI-72 AN-48 N-12° -W 方形 3.48 3.48 0.38 5 無 2 無 有 無 有 SI-74､SK-165 より新
SI-74 SI-74 AN-48 N-0° 長方形 4.20 3.78 0.24 1 無 無 無 無 無 有 SI-61･67･72 より古

SI-75 SI-75 AM-48 N-4° -E 方形 3.44 3.52 0.36 無 無 有 無 有 無 有 SI-67､SD-1･3 より古 
SI-9 より新

SI-76 SI-76 AN-49 N-145° -E 長方形か [1.52] 3.08 0.14 無 無 有 無 無 無 有
SD-1･3 より古 
SI-68 より新 
SK-93 と重複

SI-77 SI-77 AN-50 N-120° -E 方形 2.66 2.68 0.16 6 無 有 無 有 無 有 SI-84 より新
SI-78 SI-78 AO･AP-50 N-125° -E 長方形 3.26 3.78 0.16 4 無 有 無 無 無 有
SI-84 SI-84 AN･AO-50 N-12° -E 隅丸長方形 3.28 3.80 0.20 3 無 2 無 有 無 有 SI-77､P-200 より古

SI-86 SI-86 AQ-51･52
AR-51･52 N-5° -E 長方形 2.96 3.00 0.12 1 無 有 無 無 無 有

SI-87 SI-87 AQ-52 N-0° 長方形 4.52 3.74 0.20 6 無 2 無 有 無 有

SI-89 SI-89 AR-52 N-18° -E 方形 2.72 2.78 0.28 無 無 有 無 有 無 有 SK-107 より古 
SK-94 より新

SI-91 SI-91 AR-52･53 N-20° -E 長方形か 3.00 [0.74] 0.34 無 無 1 無 無 無 有 SI-92 と重複
SI-92 SI-92 AR-52･53 N-90° -E 長方形か 5.18 [3.52] 0.48 5 無 2 無 有 無 有 SI-91 と重複
SI-115 SI-115 AQ-52 N-40° -E 方形か [2.40] [1.14] 0.22 無 無 無 無 無 無 有
SI-128 SI-128 AO-51 N-21° -E 長方形 2.46 [3.00] 0.16 無 無 無 無 無 無 有 SI-44､SK-80 より古
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軸 74㎝、深さ 15㎝である。　ΧϚυ　北壁西寄りに位置している。袖の一部が遺存し、煙道は竪穴壁から

短く張り出している。　ग़Ҩ　土師器の甕 (5) が中央部で出土している。土師器坏１点、甕２点、須恵器

坏２点、石１点、鉄製品１点を図示した。４・５とも土師器の甕で、内面が黒化する。７は鉄鏃である。そ

のほかに土師器甕 67点 1459.94 ｇ、須恵器坏 41点 200.39 ｇ、高台付坏７点 73.01 ｇ、蓋１点 2.77g、甕

12点 124.2 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

5

6

粘土
焼土

SI-9

SB-183 P1

SB-183
P10

SK-13

SI-4

SI-10

P8

P9

P1

P7

P5

P6

P7 P8

P1 P5

SI-10

カマド

P2

P3 P4

1
3

4

1
2

SK-13

カ
マ
ド

8 9
10

9
11

12

5

6 7

1

4 4

3

2
1

5
6

5 6A A'

A A'

B
B'

BB

B'

F F'

F

F'

C C'

E E'

C

C'

E E'

D D'

D
D'

G G'

G G'

H
H
'

H
H
'

4*��
̍� ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ
̎� ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ
̏� গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠɾমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉
̐� ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ
� 　　　　　ʢຒΊ͠ʣ
̑� ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ
̒� ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ
̓� গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉
̔� ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ
̕� ɻ͠·Γ͋ΓɻׯগྔɺϩʔϜϒϩοΫएࢠ৭　ϩʔϜཻ҉
��� ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ
��� ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ
��� গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉

4*��　ΧϚυ
ඍྔɻࢠɾমଟྔɺԽཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̍
　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣ
̎　ᒵ৭　মϒϩοΫଟྔɺমཻࢠଟྔɺ҉৭
　　　　　　　ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢ೩ম෦ʣ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠɾমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̏
　　　　　　　ʢྲྀೖʣ
ɻ͍ߗগྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̐
　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻʢକʣ

� �N�ɿ��
-������N

� �N�ɿ��
-������N

第 �1図　&۠ 4*�� Ҩ࣮ߏଌ図

ー

|

¥

-

:

0

ーニ

〗

'

□
い

9

0
\

、
'

i ,

L
r

日
〈
‘
ー

レ

0
□

—

／

一

＿

＼

、

ロ

＼

＼

‘

．．  

ゴ

..  ＿ 
.. 

三

..  

しソ―

□ 

/ 

| 

―.--、r-—六二こニコー—-—-•一



－ 126 －

第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI- ９（第 93図、第 58・60 表、図版二一）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AM-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-75 、SA-186、SD-1・3、SK-166

より古く、SI- ４、SB-183 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　長軸がやや長い不整方形とみられる。東西 3.56

ｍ、南北 3.96 ｍ、面積は 14.10 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 16㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ - ２°

- Ｅ　෴　３層で、1層には火山灰と考えられる白色粒子を含んでいた。自然堆積である。　চ໘　SD-1・

3により撹乱されている。床面は若干の凹凸がみられる。　ப݀　１基が確認されている。隅丸長方形で、

1 2 3

4

5
6

7

� ��DN�ɿ�
ʢ�ʙ�ʣ

� �DN�ɿ�
ʢ�ʣ

第 �2図　&۠ 4*�� ग़Ҩ࣮ଌ図
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

92 1 土師器 
坏

口径　- 
底径（6.4） 
器高［1.3］

外面 N3/ 
暗灰 
内面 N2/ 
黒

礫・透明粒子
少量

良好 内外面 黒色処理 ロクロナデ後ミガキ 底部 1/6
残存

覆土中 E区 SI-4 
北西区

92 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.6） 
器高［0.7］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

礫・砂粒微量 良好 底部外面 ヘラケスリ 底部 1/6
残存

床上約
2cm

E 区 SI-4 
北東区

益子産

92 3 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.0） 
器高［0.9］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・黒色粒
子微量

良好 底部外面 ヘラケズリ 底部 1/6
残存

床面直
上

E区 SI-4 
南西区

益子産

92 4 土師器 
甕

口径（20.0） 
底径　- 
器高［9.8］

外面 10YR3/2 
黒褐 
内面 
7.5YR4/2 
灰褐

礫・透明粒子
多量

やや
不良

内面 黒化 口縁部 粗いナデ 
胴部外面 粗いナデ 
胴部内面 ナデ

口縁～体
部一部残
存

覆土中 E区 SI-4 
北東区

92 5 土師器 
甕

口径（28.0） 
底径　- 
器高　-

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 10YR3/1 
黒褐

礫・白色粒子
多量

やや
不良

内面 黒化 口縁部 ヨコナデ 
胴部 内外面ナデ

口縁部
1/2、体部
一部残存

床上約
8㎝

E区 SI-4 
No.4

92 6 石
（用途不明）

長　12.2 
幅　6.7 
厚　5.1 
重　453.52

チャート 一部欠損 床面直
上

E区 SI-4 
No.5

92 7 鉄製品 
鉄鏃

長［6.34］ 
幅　1.27 
厚　0.45 
重　6.38

一部残存 覆土中 E区 SI-4 
北西区

マ芦 醇し 芝
ヽ 1- ¥ =-・- -
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第 8節　E区

長軸 46㎝、短軸 26㎝、壁は遺存状況の良い部分で 20㎝である。　ஷଂ݀　P2は不整長方形で、長軸 110

㎝、短軸 90㎝、深さ 20㎝、貯蔵穴の可能性が推測される。　ΧϚυ　北壁やや東寄りに位置しており、堀

方の痕跡のみが残存する。　ग़Ҩ　須恵器の坏１点、高台付坏１点を図示した。このほかに、土師器坏

３点 12.24 ｇ、甕 27点 296.74 ｇ、須恵器坏 39点 259.56 ｇ、高台付坏３点 20.34 ｇ、蓋５点 17.73g、鉢

１点 16.31 ｇ、甕８点 153.4 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

1 2

SB-183
P2

SB-183
P3

SI-4

SK-167

SI-9
SD-3 SD-1

SI-75

SK-166

SI-4 P6

P1

P2

SA-186

C
C'

A A'

B
B'

C C'

3

2
3

SD-3

P2

SD-1

A A'

2
1

3
3-DS

661-KS
B

B'

1- DS
1

D
D'

カマド

SD-1

SD-3

SI-75

D
D'

4*��
ɻ͠·ΓׯɾԽएࢠɾന৭ཻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
ɻ͠·Γ͋ΓɻׯɾԽएࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̎
　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻ
̏　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫগྔɺࠇ৭ඍྔɻ͠·Γ
　　　　　　　　͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
4*��　ΧϚυ
ɾࢠ৭গྔɺমཻࠇɾϩʔϜϒϩοΫɾࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　Խएׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

93 1 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（6.0） 
器高　4.2

5Y5/1 
灰

礫・白色粒子
微量

良好 ロクロ目顕著 口縁～底
部 1/8 残
存

覆土中 E区 SI-9 
南東フク土
一括

益子産

93 2 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（10.0） 
器高［3.1］

2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量、礫・
白雲母微量

良好 体部下端 回転ヘラケズリ
高台貼付

底部
1/6、高
台部一部
残存

覆土中 E区 SX-9 新治産
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-10（第 94図、第 58表、図版二一）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AL-48・49、AM-48・49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-4、SK- ５・７・

126 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向がわずかに長い方形とみられる。東西推定 3.84 ｍ、南北 3.86 ｍ、

面積は 14.82 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で３㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -48° - Ｅ　෴　ほぼ確認

できなかった。　চ໘　貼床は認められずローム層を床面としている。　ப݀　1基が確認された。隅丸

長方形で、長軸 48㎝、短軸 26㎝、深さ７㎝である。　ΧϚυ　ほぼ壊され、燃焼部のみ確認された。よく

焼けている。1層中から坏の破片が出土。　ग़Ҩ　図示できる遺物は出土していないが、土師器甕 1点

20.43 ｇ、須恵器坏４点 14.13 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SI-11（第 95図、第 58・61 表、図版二一）

　Ґஔ　調査区北部の AL-48・49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に

わずかに長い方形である。東西 3.56 ｍ、南北 3.20 ｍ、面積は 11.39 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で

６㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-10° -Ｗ　চ໘　床面まで削平され、掘方のみ確認された。ほぼ平坦である。

　ப݀　確認されていない。　ΧϚυ　北壁中央やや東寄りに位置しており、袖の基部はロームを掘り残

しており、燃焼部と煙道の一部が遺存していた。煙道は竪穴壁から短く張り出している。燃焼部底面は非常

に良く焼けている。　ग़Ҩ　須恵器坏１点を図示した。ヘラ切り後、ナデが施される。このほかに土師

器坏１点 3.52 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀第４四半期。

SK-5

SK-126

SK-7

SI-10

SI-4

カマド

P1

1
2

1 2

A
A'

A
A'

B B'

B B'

C
C'

C
C'

4*���　ΧϚυ
ଟྔɻ͠ࢠ৭　　মཻ　̍ ·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̎　৭　ম͔ΒͳΔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ� �N�ɿ��

-������N
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-������N
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第 8節　E区

̚区 SI-12（第 96図、第 58・62 表、図版二一 ・ 二二 ・ 一一七 ・ 一四八）

　Ґஔ　調査区中央やや西寄りの AM-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-15、SB-183 より新しい。　

ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形で、東西 3.08 ｍ、南北 2.96 ｍ、面積は 9.12 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で

10㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -112° - Ｅ　෴　自然堆積とみられる。　চ໘　ローム面を床面として

いる。　ப݀　P1・2・4が確認された。P1は隅丸長方形で、長軸 28㎝、短軸 22㎝、深さ 16㎝、P2は

直径 26 ㎝、深さ 70 ㎝の円形、P4 はひょうたん形で、長軸 40 ㎝、短軸 24 ㎝、深さは不明である。P1 は

SI-15 の柱穴の可能性も考えられる。　ஷଂ݀　P3は楕円形で、長軸 84㎝、短軸 71㎝、深さ 20㎝である。

　ΧϚυ　カマドは東壁やや南寄りに位置している。ブリッジの補強に砂岩を使用している（DD’）。　ग़

Ҩ　土師器坏３点、高台付埦２点、壺１点、須恵器高坏１点、石１点、鉄製品１点を図示した。１から６

はロクロ整形。３は底部糸切り。 4 と 5は内面黒色処理が施された高台付坏で、４は被熱している。６は土

師器の壺で、内面に黒色処理が施されている可能性が高い。８は赤色物が付着する。９は釘である。このほ

かに土師器坏１点 3.64 ｇ、土師器甕 18 点 161.83 ｇ、土師器壺１点 23.91 ｇ、須恵器坏 30 点 217.55 ｇ、

蓋１点 7.21 ｇ、甕４点 33.43 ｇが出土している。　10　ظ࣌世紀後半。 

1

SI-11 カマド

1

1

1
カ
マ
ド

1

4 41

2
1

3

A A'

A A'

B
B'

B
B'

C C'

C C'

D
D'

D
D'

4*���
ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɺࢠ৭　ϩʔϜཻ໌　̍
৭ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ҉　　　　　　　
　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ

4*���　ΧϚυ
গྔɻࢠ৭ཻɾ໌ࢠগྔɺমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̍
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢ೩ম෦ʣ
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　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻʢ೩ম෦ʣ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠ৭　　মཻ໌　̏
　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻʢԎಓ෦ʣ
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

95 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（9.0） 
器高［2.1］

7.5YR6/6 
橙

砂粒微量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

底部 1/3
残存

床面直
上

E区 SI-11 
カマド内・
カマドワキ
床面

益子産

／ ＇ • ． 
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第３章　小泉分校裏遺跡

1 2 3
4

5

6

7

8

9

P3

P4

P1

P2

SI-12

SI-15

SK-40

SB-183
P4

SB-183
P5

カマド

カマド掘方

B
B'

C
C'

F
F'

E
'E

D D'

5

4

6

1

P3

1

3
4

1
カ
マ
ド

2 26 65石

2
石

1
43

2

A A'

B
B'

C C'

D D'

E
E'

F
F'

1
8

6
5

4

1
6

5

8
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̚区 SI-15（第 97図、第 58・63 表、図版二二 ・ 一一七）

　Ґஔ　調査区北部 AM-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-12、SK-40 より古く、SB-183 より新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南東部はSI-12により破壊されているが、東西方向に長い長方形と推測される。東西2.48m

1

SI-12

SI-15

SK-40

SB-183
P4

SB-183
P5

SB-183
P4

カマド

SK-40
P1

P1

SK
-4
0

1
2

3
3SK-40

SK
-4
0

カ
マ
ド

SI
-1
2

1

A
A'

C
C'

C
C'

B B'

B B'

A
A'

4*���
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　　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

96 1 土師器 
坏

口径（10.8） 
底径（5.7） 
器高　2.9

外面 10YR7/4 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒微量 良好 スス付着
底面湾曲

口縁～体部 ロクロナデ 
底部内面 ナデ 
底部 ヘラ切り後ナデ

3/4 残存 床面直
上

E区 SI-12 
No.11

96 2 土師器 
坏

口径（11.4） 
底径（6.2） 
器高　3.3

外面 2.5Y8/4 
淡黄 
内面 10YR8/3 
浅黄橙

礫少量 良好 口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
底部 ケズリ 
内面 ロクロナデ

1/4 残存 覆土中 E区 SI-12 
南東一括

96 3 土師器 
坏

口径（10.4） 
底径（6.4） 
器高　3.2

外面 2.5Y6/3 
にぶい黄 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
底部 糸切り 
内面 ロクロナデ

口縁～体
部上位
1/8、体部
下位～底
部 1/4 残
存

覆土中 E区 SI-12 
カマド・カ
マド掘方

96 4 土師器 
高台付埦

口径（14.6） 
底径（5.8） 
器高　5.1

外面 10YR8/2 
灰白 
内面 10YR7/3 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 被熱 
内面 黒色処理
か

口縁～体部 ロクロナデ 
底部内面 ナデ 
底部 ヘラ切り後ナデ
高台貼付

口縁部
1/2、高台
部 1/5 残
存、体～底
部完存

床面直
上

E区 SI-12 
No.6

96 5 土師器 
高台付埦

口径（14.6） 
底径　8.2 
器高　6.0

外面 7.5YR6/5 
橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ
高台貼付

口縁部
1/2、高台
部 1/2 残
存、底部完
存

床面直
上

E区 SI-12 
No.3・南西
一括・フク
土一括・北
西フク土一
括

96 6 土師器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［17.2］ 
最大径　20.0

外面 10YR8/3 
浅黄橙 
内面 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理
の可能性

外面 ロクロナデ後肩部
～下端ヘラケズリ
内面 ナデ

胴上半部
3/4 残存、
胴下半部
ほぼ完存

床面直
上

E区 SI-12 
No.7・8・
9・フク土
一括・南東
一括・北西
フク土一括

96 7 須恵器 
高坏

口径　- 
底径（15.4） 
器高［8.4］

10YR8/3 
浅黄橙

砂粒少量 やや 
不良

外面 ヘラ痕がみられる
ロクロナデ
内面 ナデ

脚部一部
残存

床面付
近

E区 SI-12 
カマド・フ
ク土一括・
南東床面

産地不明

96 8 石
（用途不明）

長　15.7 
幅　10.1 
厚　6.5 
重　1163.7

チャート 赤色物付着 一部欠損 床面直
上

E区 SI-12 
No.1

96 9 鉄製品 
釘

長［4.32］ 
幅　0.79 
厚　0.34 
重　3.08

一部欠損 床面直
上

E区 SI-12 
南東床面
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-29（第 98・99 図、第 58・64 表、図版二二 ・ 二三 ・ 一一七）

　Ґஔ　調査区北西部にあたる AL・AM-50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-30 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　東辺がやや長い台形状で、東西ن 2.90m、南北 3.24m、面積は 9.40 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分

で４㎝である。　ओ࣠ํ　N-93° -E　෴　ほとんど残っていない。ローム粒子を含む暗褐色土が１層認

められる。　চ໘　貼床は南西隅以外の四隅に認められ中央部には踏み締まりによるとみられる硬化面が形

成されている。また東壁際に幅10～22㎝、深さ６㎝ほどの壁溝が確認された。　ப݀　確認されていない。

以上、南北 2.36mで、面積は 5.85 ㎡である。遺存状況が悪く壁はほとんど残されていない。深いところで

４㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｅ　෴　１層である。　চ໘　床面は残存部で若干の凹凸が認め

られた。　ப݀　カマド付近に位置しており、直径 28㎝、深さ 32㎝、やや不整な円形である。壁はほぼ

垂直に立ち上がっている。　ΧϚυ　北壁に位置し、右袖が遺存していた。左袖は SK-40 により破壊され、

不明である。覆土は１・２層が火床上面に堆積した流入土とみられるが判然としない。火床面はよく焼土化

している。　ग़Ҩ　須恵器坏１点を図示した。墨書が確認された。このほかに土師器の甕6点104.98ｇ、

須恵器坏３点 11.18 ｇ、蓋１点 4.23 ｇ、甕 1点 12.34g が出土している。　ظ࣌　不明。

SI-29

SK-30

カマド

カマド掘方

B
B'

A A'

D
D'

C C'

D
D'

C C'

2

2

1
カ
マ
ド

B
B'

1A A'

4
1

5
3

6

3

D
D'

3

5

1 2

C C'

2
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

97 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.9］

外面 5Y6/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y6/3 
にぶい黃

砂粒微量 良好 墨書あり ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズ
リ　

体～底部
一部残存

覆土中 E区 SI-15 
フク土一括

産地不明二 三 口
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第 8節　E区

　ΧϚυ　東壁南寄りに位置しており、袖は暗黄褐色の粘質土 ( ２層 ) で構築したと考えられ、煙道の底面は

焼土化している。煙出し付近には伏せた須恵器の坏 (２) の中から粘土が出土している。覆土は６層確認され、

３層は内壁の崩落土、５層は掘方を埋め戻した層である。直径約 20㎝、深さ約 20㎝のピット２基が焚口付

近に確認されている。　ग़Ҩ　１・３～５・11～ 14は貼床中からの出土である。土師器坏１点、甕４点、

須恵器坏６点、蓋２点、甕１点を図示した。２は「井」、６・７は「十」の刻書が確認された。このほかに土

師器甕 72点 514.6 ｇ、須恵器坏 40点 245.16 ｇ、須恵器蓋１点 2.3 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

1 2 3 4

5

6 7

8

9

10

11 12

13
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

99 1 土師器 
坏

口径　- 
底径（6.4） 
器高［2.7］

外面 10YR4/2 
灰黄褐 
内面 5Y2/1 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 体～底部外面 ロクロナデ 
体部下端 回転ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

体～底部
一部残存

貼床中 E区 SI-29 
貼床中南東

99 2 須恵器 
坏

口径　13.4 
底径　7.0 
器高　4.4

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫少量 良好 刻書あり「井」ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

ほぼ完形 煙道内 E区 SI-29 
カマド No.1

益子産

99 3 須恵器 
坏

口径（12.4） 
底径（5.4） 
器高　4.0

7.5Y5/1 
灰

砂粒少量 良好 ロクロ目顕著 口縁～底
部一部残
存

貼床中 E区 SI-29 
貼床中北東

益子産

99 4 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.4） 
器高［2.7］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 5Y6/4 
オリーブ黄

砂粒・白色粒
子少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ナデ

底部 1/3
残存

貼床中 E区 SI-29 
貼床中北東

益子産

99 5 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.4） 
器高［1.6］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒少量 良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズ
リ 
底部 ヘラ切り後ナデ

底部 1/3
残存

貼床中 E区 SI-29 
貼床中北東

益子産

99 6 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.8） 
器高［1.0］

外面 5Y4/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫少量 良好 刻書あり「十」底部 ヘラ切り後ナデ 底部 1/3
残存

覆土中 E区 SI-29 
南西一括

益子産

99 7 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［1.6］

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫少量 良好 刻書あり「十」 底部 1/4
残存

覆土中 E区 SI-29 
フク土一括

益子産

99 8 須恵器 
蓋

口径（14.5） 
底径　- 
器高［1.5］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒少量 良好 口縁部一
部残存

覆土中 E区 SI-29 
南西一括

産地不明

99 9 須恵器  
蓋

口径（12.2） 
底径　- 
器高［1.2］

7.5Y5/1 
灰

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 口縁部一
部残存

覆土中 E区 SI-29 
フク土一括

産地不明
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-35（第 100・101 図、第 58・65 表、図版二三）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる AM-50・51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-34 と円形有段遺構であ

る SK-36 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形で、一辺 3.80m、面積は 14.44 ㎡である。壁は遺存状況の良

い部分で４㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -110° - Ｅ　෴　一部にわずかに残存する。　চ໘　ローム面

を床面とし、掘方は北西隅がやや深く掘り込まれている。　ப݀　確認されていない。　ΧϚυ　北壁中

央と東壁中央に位置しており、遺存状況から東カマドから北カマドに作り替えたと考えられる。北カマドは

SK-34

SK-36

SI-35 北カマド

東カマド

SK-34

1

1
SK
-3
6

カ
マ
ド

1 カマド

1
2

3

4
4

2

2
1

1

5
4
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2
4

5

3

B

B'

B
B'

A A'

A A'

D
D'

D
D'

C C'

C C'

F
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F
F'

E E'

E E'
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99 10 土師器 
甕

口径（15.4） 
底径　- 
器高［5.0］

5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒多量 良好 口縁部 ヨコナデ・ナデ 口縁～頸
部一部残
存

覆土中 E区 SI-29 
北西一括

99 11 土師器 
甕

口径（10.4） 
底径　- 
器高［2.7］

外面 10YR4/2 
灰黄褐 
内面 7.5YR4/1 
褐灰

砂粒少量 良好 口縁～胴部 ヨコナデ 
頸部内面 ナデ

口縁～頸
部一部残
存

貼床中 E区 SI-29 
貼床中北東

99 12 土師器 
甕

口径（15.6） 
底径　- 
器高［2.7］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 5YR6/6 
橙

砂粒・白雲母
少量

良好 口縁部 ヨコナデ 口縁部一
部残存

貼床中 E区 SI-29 
貼床中北東

99 13 土師器 
甕

口径　- 
底径（7.0） 
器高［3.5］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・白雲母
多量

良好 外面 ケズリ 
内面 ナデ 
底部 木葉痕

底部 1/3
残存

貼床中 E区 SI-29 
貼床中北東

99 14 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［8.0］

外面 2.5Y7/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/1 
黄灰

砂粒・礫微量 良好 胴部外面 平行タタキ 胴部一部
残存

貼床中 E区 SI-29 
貼床中北東

産地不明
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第 8節　E区

̚区 SI-43（第 102・103 図、第 58・66 表、図版二三 ・ 二四 ・ 一一七 ・ 一一八 ・ 一四八 ・ 一五ʓ）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AN-51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-59・201 より古く、SI-44、SK-

162・184 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　平面形は東西に長い長方形で、東西 4.20m、南北 3.76m、面積は

15.79 ㎡である。壁は約 20 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -110° - Ｅ　෴　自然堆積で、レンズ状の堆積を

示す。　চ໘　ローム層を床面とし、凹凸がみられる。　ப݀　４基確認されている。P1・2・4は円形、

P3 は楕円形である。P1 は直径 24 ㎝、深さ 21 ㎝、P2 は直径 30 ㎝、深さ 12 ㎝、P3 は楕円形で、長軸 46

㎝、短軸 39 ㎝、深さ 16 ㎝、P4 は直径 50 ㎝、深さは 12 ㎝である。P1 ～ 4は SI-43 の柱穴と考えられる。

　ஷଂ݀　南東隅に床下土坑とみられる P5が位置する。隅丸長方形で、長軸 70㎝、短軸 50㎝、深さ 14㎝、

壁は底面から比較的緩やかに立ち上がっている。　ΧϚυ　東壁南寄りに位置しており、天井の一部が残存

している。６層が袖、７・８層は焼土化している。掘方内より土師器の小型甕 (22) が出土している。構築材

とみられる粘土がカマドの左袖前面や中央部に塊状に流出している。　ग़Ҩ　土師器の坏 14点、埦 1点、

高台付坏１点、甕３点、須恵器坏３点、甕１点、焼粘土塊１点、石製品１点、石１点、鉄製品 1点を図示した。

１・14・15 は墨書土器である。１は「企」か。14・15 は「大」。土師器の坏はロクロ整形で、１・9～ 13

は内面にミガキ、黒色処理が施されている。このほかに土師器坏 142 点 12.87 ｇ、鉢 2点 13.65 ｇ、甕 327

点 2495.76 ｇ、須恵器坏 53点 225.72 ｇ、高台付坏１点 5.82 ｇ、甕７点 52.7 ｇ、陶磁器碗６点 16.25 ｇ、

陶器１点 31.74g、瓦１点 4.19g が出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

SK-34 に壊されているが、カマドの袖は３・４層にみられるように若干残存する。燃焼部の底面および袖の

内側がわずかに焼土化していた。遺物は袖内より出土している。東カマドは破壊され、埋め戻されたと考え

られる。　ग़Ҩ　土師器の坏１点、甕 1点、須恵器坏１点を図示した。１はロクロ整形後、内面を磨い

ている。黒色処理が施されていた可能性が高い。このほかに土師器坏20点107.83ｇ、高台付坏3点21.92ｇ、

甕 84点 745.02 ｇ、須恵器坏 13点 66.82 ｇ、須恵器甕３点 40.39 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀後半。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

101 1 土師器 
坏

口径　- 
底径（9.0） 
器高［2.3］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 2.5YR4/6 
赤褐

砂粒微量、白
色粒子若干

良好 内面黒色処理
か

胴～底部外面 ロクロナデ
か 
内面 ヘラミガキ

底部 2/3
残存

貼床中 E区 SI-35 
貼床中一括

101 2 須恵器 
坏

口径（12.2） 
底径　- 
器高［3.2］

外面 2.5Y7/1 
灰白 
内面 5Y7/1 
灰白

砂粒・赤色粒
子微量

良好 ロクロ目顕著 口縁～体
部 1/8 残
存

貼床中 E区 SI-35 
貼床中一括

益子産

101 3 土師器 
甕

口径（16.0） 
底径　- 
器高［5.9］

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 7.5YR7/4 
にぶい橙

砂粒少量 良好 口縁～胴部外面 ヨコナデ 
内面 ヨコナデ・ナデ

口縁～頸
部一部残
存

覆土中 E区 SI-35 
一括

＼ロコロニロ
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গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̒
ɾϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̓

4*���　ΧϚυ
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̑　৭　　মཻࢠɾমϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪͷ่མʣ
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̒
̓　໌৭　মଟྔʢ೪ͷম͚ͨͷʣɺ҉৭গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̔　৭　　মʢ೪ͷম͚ͨͷʣɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
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̐　҉փ৭　೪ϒϩοΫଟྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̑　৭　　মཻࢠɾমϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪͷ่མʣ
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̒
̓　໌৭　মଟྔʢ೪ͷম͚ͨͷʣɺ҉৭গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
̔　৭　　মʢ೪ͷম͚ͨͷʣɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
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第○図　E区 SI-43 カマド実測図
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第 ��ද　&۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

103 1 土師器 
坏

口径（14.4） 
底径　5.6 
器高　3.7

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒多量、
赤色粒子微
量

良好 内面 黒色処理
墨書あり「企」
か

口縁～体部外面 ロクロナデ 
底部 手持ちヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
1/4 残
存、底部
完存

覆土中 E区 SI-43 
カマド付近・
南東一括

103 2 土師器 
坏

口径（14.4） 
底径　- 
器高［3.9］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 内外面 ロクロナデ 口縁部一
部残存

床上約
2㎝

E区 SI-43 
No.7

103 3 土師器 
坏

口径（14.2） 
底径　- 
器高［3.7］

7.5YR6/3 
にぶい褐

砂粒少量 良好 口縁部外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
体部外面 回転ヘラケズリ

口縁部
1/6 残存

覆土中 E区 SI-43 
北西一括

103 4 土師器 
坏

口径（15.6） 
底径　- 
器高［4.1］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒少量、
赤色粒子微
量

良好 口縁部 ロクロナデ 
体部 回転ヘラケズリ

口縁部一
部残存

煙道内 E区 SI-43 カ
マド No.4

103 5 土師器 
坏

口径（14.4） 
底径　- 
器高［3.6］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 5YR5/4 
にぶい赤褐

砂粒少量 良好 口縁部外面 ロクロナデ 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
1/6 残存

床面直
上

E区 SI-43 
No.6

103 6 土師器 
坏

口径（12.8） 
底径　- 
器高［2.8］

10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、
赤色粒子微
量

良好 内外面 黒色処
理

内外面 ロクロナデ 口縁部一
部残存

煙道内 E区 SI-43 
カマド No.1

103 7 土師器 
坏

口径（16.2） 
底径　- 
器高［3.9］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR6/6 
橙

砂粒多量 良好 被熱 口縁部 ロクロナデ 
体部外面 回転ヘラケズリ

口縁部
1/3 残存

煙道内 E区 SI-43 
カマド No.3・
カマド貼床中・
南東ベルト内

103 8 土師器 
坏

口径（13.8） 
底径　- 
器高［3.4］

7.5YR7/6 
橙

砂粒・礫少
量

良好 口縁部～内面 ロクロナデ 
体部下端 手持ちヘラケズリ

口縁部一
部残存

掘方中 E区 SI-43 
床下

103 9 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［3.4］

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒微量、
赤色粒子若
干

良好 内面 黒色処理 口縁部外面 ロクロナデ 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁部一
部残存

覆土中 E区 SI-43 
北西ベルト
内

103 10 土師器 
坏

口径（17.0） 
底径　- 
器高［3.2］

外面 10YR6/6 
明黄橙 
内面 10YR1.7/1 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ
内面 ヘラミガキ

口縁部一
部残存

床上約
2㎝

E区 SI-43 
No.7

103 11 土師器 
埦

口径（13.6） 
底径　- 
器高［3.8］

外面 10YR6/3 
にぶい黄橙 
内面 10YR1.7/1 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 口縁部外面 ロクロナデ 
底部 回転ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁部一
部残存

覆土中 E区 SI-43 
北西一括

103 12 土師器 
坏

口径　- 
底径（8.8） 
器高［4.0］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 2.5GY3/1 
オリーブ灰

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 体部外面 ロクロナデ
底部下端 手持ちヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

体部
1/6、底
部一部残
存

床上約
20㎝

E区 SI-43 
No.12

103 13 土師器 
坏

口径　- 
底径（8.8） 
器高［2.5］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 10YR2/1 
黒

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 口縁部外面 ロクロナデ 
底部 手持ちヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

底部 1/6
残存

床上約
2㎝

E区 SI-43 
No.10

103 14 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.1］

外面 10YR6/2 
灰黄褐 
内面 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒・白色
粒子微量、
赤色粒子若
干

良好 墨書あり「大」口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ

口縁部一
部残存

覆土中 E区 SI-43 
南東一括

103 15 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.8］

10YR6/3 
にぶい黃橙

砂粒微量、
赤色粒子若
干

良好 墨書あり「大」
か

口縁部外面 ヨコナデ　
体部外面 ナデ

口縁部一
部残存

覆土中 E区 SI-43 
南西ベルト
内

103 16 須恵器 
坏

口径　- 
底径　7.0 
器高［1.5］

外面 5YR7/6 
橙 
内面 7.5YR7/4 
にぶい橙

砂粒微量 不良 底部 糸切り 底部 3/4
残存

床下・
覆土中

E区 SI-44 
床下・南西
ベルト内

益子産

103 17 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.2） 
器高［1.3］

2.5Y7/2 
灰黄

砂粒少量 良好 底部 ナデ 底部 1/6
残存

覆土中 E区 SI-43 
北西一括

益子産

103 18 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.2） 
器高［1.0］

外面 7.5YR6/3 
にぶい褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒少量 良好 底部 糸切り 底部 1/4
残存

覆土中 E区 SI-44 
北西一括

益子産

103 19 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.1］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 10YR4/3 
にぶい黄褐

砂粒少量 良好 底部 ヘラケズリ後ナデ
高台貼付

坏底部
2/3、高
台部一部
残存

カマド
内

E区 SI-43 
カマド No.8

103 20 土師器 
甕

口径　14.5 
底径（6.8） 
器高　16.3

外面 5YR4/4 
にぶい赤褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒少量、
礫・赤色粒
子微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部上半 ハケ 
下半 ケズリ？  
胴部内面 ナデ

底部欠損 カマド
内

E区 SI-43 
カマド
No.1・2・カ
マド内貼床
中

103 21 土師器 
甕

口径（20.4） 
底径　- 
器高［3.3］

外面 10YR7/4 
にぶい黄橙 
内面 7.5Y6/4 
にぶい橙

砂粒多量 良好 口縁部 ヨコナデ 口縁部一
部残存

カマド
付近

E区 SI-43 
カマド付近

103 22 土師器 
甕

口径　- 
底径（8.8） 
器高［2.9］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒少量 良好 外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

底部 1/4
残存

床上約
8㎝

E区 SI-43 
No.5
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̚区 SI-44（第 104・105・106 図、第 58・67 表、図版二三 ・ 二四 ・ 一一八 ・ 一四八）

　Ґஔ　調査区中央にあたる AN-51・AO-51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-43・128、SK-79・80 と

重複し、本遺構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向にわずかに長い方形であり、東西 3.92m、南北 4.24m、

面積は 16.62 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 20㎝ほど遺存している。壁溝は、カマド付近を除き、全

周する。壁溝の位置から、東壁を拡張していることが判明した。　ओ࣠ํ　N-95° - Ｅ　෴　焼土粒子

や炭化物のほか、火山灰と考えられる白色粒子も含んでいる。自然堆積である。　চ໘　床面は凹凸がみられ、

掘り方は中央部を掘り残す。また壁に沿って幅 20～ 35 ㎝、深さ 12㎝ほどの壁溝が巡っている。中央付近

の床下には焼土が確認されている　ப݀　２基が確認された。円形で、P1は直径 24 ㎝、深さ 15㎝、P2

は直径 26㎝、深さ 12㎝である。　ΧϚυ　東壁南寄りに位置しており、灰褐色粘土を積んで構築された袖

が一部残存する。燃焼部・煙道部ともよく焼けている。8・9層は掘方埋土である。旧カマドの掘方の可能性

がある。　ग़Ҩ　遺物は床面付近と床下からも多く出土している。土師器坏９点、高台付坏３点、甕３点、

須恵器坏 10点、高台付坏 1点、鉢１点、甕 2点、かわらけ１点、編物石 1点、鉄製品２点を図示した。11

7

29

3

26

12・14

11
21

30

432

33

1

15

焼土+粘土 掘方SI-44

SK-80

SK-79
SI-128

SI-43

SK-80

SK-79
SI-128

SI-43

P2
P1

33
21 7

3
26

32

33
4

12
・1
4

30
21

11

7

15 1132

1

4
3

2

2
2

11
2

3 4 3
2 2 1

2

B

B'

B
B'

A A'

A A'A A'

B

B'
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103 23 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.0］

7.5Y3/1 
オリーブ黒

砂粒微量、
黒色粒子微
量

良好 外面 平行タタキ 
内面 ナデ

胴部一部
残存

P4内 E区 SI-43 
南西部 Pit 内

産地不明

103 24 焼粘土塊
長　3.6 
幅　3.2 
厚　1.8 
重　17.34

7.5YR5/4 
にぶい褐

スサ痕あり ほぼ完存 覆土中 E区 SI-43 
南西一括

103 25 石製品
砥石

長　11.5 
幅　10.0 
厚　5.4 
重　669.1

砂岩 研磨面２面 一部残存 床上約
2㎝

E区 SI-43 
No.11

103 26 石
（用途不明）

長　13.0 
幅　9.6 
厚　4.7 
重　872.9

チャート 一部欠損 煙道内 E区 SI-43 
カマド No.3

103 27 鉄製品 
鎌

長［11.29］ 
幅　2.69 
厚　0.32 
重　23.19

一部欠損 床面直
上

E区 SI-43 
No.4･9

ーロ

-----------― .I/ : • I 
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＇ 

9
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の体部には「十」の刻書がある。30 のかわらけは流れ込みか。33 は釘である。このほかに土師器坏 82 点

474.27 ｇ、高台付坏４点 58.4 ｇ、皿４点 41.67 ｇ、鉢 7点 47.79 ｇ、壺２点 31.56 ｇ、甕 253 点 2755.28 ｇ、

須恵器坏 75 点 379.44 ｇ、蓋１点 5.78 ｇ、鉢２点 16.03 ｇ、壺 1点 4.73 ｇ、甕 18 点 242.01 ｇ、瓦３点

281 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

1 2 3 4

5
6 7 8 9

10 11

12 13

14 15 16 17 18

19

3

26

1

焼土+粘土

カマド カマド掘方

SK-79

SI-128

SK-79

SI-128

1 3

7 1 3 7

4
8

1
2

4

5
6

8
9

D
D'

D
D'

D
D'

C C'

C C'

C C'
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第 �� ද　&۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

105 1 土師器 
坏

口径　12.0 
底径　7.2 
器高　4.7

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 10R2/1 
赤黒

砂粒微量 良好 内外面 黒色処理 
口縁端部 摩滅

内外面 ヘラミガキ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/2、体部
3/4 残存、
底部完存

カマド
上

E区 SI-44
No.1

105 2 土師器 
坏

口径（14.1） 
底径　- 
器高［4.6］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 口縁部外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
体部下端外面 ヘラケズ
リ

口縁部
1/8 残存

覆土中 E区 SI-44 
北東部

105 3 土師器 
坏

口径（15.6） 
底径　- 
器高［5.0］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 10R2/1 
赤黒

砂粒少量、
礫若干

良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁～体
部 1/5 残
存

床上約
20㎝

E区 SI-44 
No.2・確認
面フク土一
括

105 4 土師器 
坏

口径（14.4） 
底径　- 
器高［4.5］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
1/8 残存

カマド
上・床
上約
16㎝

E区 SI-44 
No.10

105 5 土師器 
坏

口径（10.8） 
底径　- 
器高［3.3］

外面 10YR5/2 
灰黄褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒微量 良好 内外面 ロクロナデ 口縁部
1/8 残存

覆土中 E区 SI-44 
南東部

105 6 土師器 
坏

口径（15.3） 
底径　- 
器高［4.8］

外面 7.5YR5/3 
にぶい褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 外面 ナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
3/8、体部
1/4 残存

カマド
上

E区 SI-44 
No.1 
E 区 SI-43 
フク土一括

105 7 土師器 
坏

口径　- 
底径　6.4 
器高［2.0］

7.5YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 体部外面 ロクロナデ・
ケズリ 
底部 糸切り 
内面 ヘラミガキ

底部完存 床上約
8㎝

E区 SI-44 
No.15

言
戸二 ． 
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105 8 土師器 
坏

口径　- 
底径　4.6 
器高［0.9］

10YR8/3 
浅黄橙

砂粒微量 良好 底部 糸切り 底部完存 覆土中 E区 SI-44 
南東部

105 9 土師器 
坏

口径　- 
底径　6.4 
器高［1.3］

10YR8/3 
浅黄橙

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り

底部 1/2
残存

覆土中 E区 SI-44 
南東部

105 10 須恵器 
坏

口径（12.6） 
底径　6.6 
器高　4.1

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒少量、
礫若干

良好 底部 ナデ 口縁部
1/8、体部
1/3、底部
3/4 残存

覆土中 E区 SI-44 
南西部

益子産

105 11 須恵器 
坏

口径（12.6） 
底径（7.2） 
器高　3.6

外面 2.5Y5/1 
黃灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒・礫多
量

良好 体部外面 刻書あ
り「十」

底部 ナデ 1/3 残存 壁溝上 E区 SI-44 
No.5

益子産

105 12 須恵器 
坏

口径（13.6） 
底径　- 
器高［3.3］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫少
量

良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/4 残存

床上約
10㎝

E区 SI-44 
No.4

益子産

105 13 須恵器 
坏

口径（12.3） 
底径　- 
器高［3.2］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/8 残存

掘方中 E区 SI-44 
床下

益子産

105 14 須恵器 
坏

口径（13.1） 
底径　- 
器高［2.0］

2.5Y4/1 
黄灰

砂粒少量 良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/10 残存

床上約
10㎝

E区 SI-44 
No.4

益子産

105 15 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.4） 
器高［2.3］

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ 底部 1/4
残存

掘方中 E区 SI-44 
床下

益子産

105 16 須恵器 
坏

口径　- 
底径　5.2 
器高［1.0］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 10YR3/3 
暗褐

砂粒微量 良好 底部 糸切り 底部完存 覆土中 E区 SI-44 
南東部

益子産

105 17 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［2.4］

外面 7.5Y7/1 
灰白 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒・礫少
量

良好 底部 ナデ 体部下位
～底部
1/4 残存

掘方中 E区 SI-44 
床下

益子産

105 18 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.3） 
器高［1.4］

2.5Y6/2 
灰黃

砂粒・礫少
量

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 底部 1/2
残存

覆土中 E区 SI-44 
フク土一括

益子産

105 19 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［2.1］

外面 2.5Y6/2 
灰黃 
内面 5Y6/1 
灰

砂粒微量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

体～底部
1/4 残存

覆土中 E区 SI-44 
北西部

益子産

106 20 土師器 
高台付坏

口径（15.6） 
底径（6.8） 
器高　5.8

7.5YR7/6 
橙

砂粒・礫少
量

良好 口縁部外面～内面 ロク
ロナデ 
体～底部外面 回転ヘラ
ケズリ
高台貼付

口縁部
1/4、体部
1/2、高台
部 3/4 残
存、坏底部
ほぼ完存

覆土中 E区 SI-44 
南東部

106 21 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.9］

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 外面 ヘラケズリ後ヘラ
ミガキ 
内面 ヘラミガキ
高台貼付

体部 1/5、
高台下部
欠損

床面直
上

E区 SI-44 
No.8

106 22 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（6.8） 
器高［1.7］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 2.5GY3/1 
暗オリーブ灰

砂粒・赤色
粒子微量

良好 坏部内面 黒色処
理

体部外面 ロクロナデ 
底部 回転ナデか 
底部内面 ヘラミガキ
高台貼付

坏底～高
台部 1/4
残存

覆土中 E区 SI-44
北東部

106 23 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　5.4 
器高［2.1］

外面 5Y7/2 
灰白 
内面 2.5Y7/2 
灰黄

砂粒・礫微
量

良好 高台貼付 坏底～高
台部 3/4
残存

掘方中 E区 SI-44 
床下

106 24 土師器 
甕

口径（20.0） 
底径　- 
器高［2.8］　
-

2.5YR5/6 
明赤褐

砂粒・金雲
母少量

良好 内外面 ヨコナデ 口縁部一
部残存

掘方中 E区 SI-44 
床下

106 25 土師器 
甕

口径（20.0） 
底径　- 
器高［3.6］

2.5YR4/6 
赤褐

砂粒・礫少
量

良好 内外面 ナデ 口縁部一
部残存

掘方中 E区 SI-44 
床下

106 26 土師器 
甕

口径（20.0） 
底径　- 
器高［15.7］ 
最大径（21.2）

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒・白雲
母微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/4 残
存

壁溝上・
床面直
上

E区 SI-44 
No.3・南東
部

106 27 須恵器 
鉢

口径（21.2） 
底径　- 
器高［5.8］

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫微
量

良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/12 残存

覆土中 E区 SI-44 
南西部

産地不明

106 28 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.3］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 5Y6/1 
灰

砂粒・白雲
母少量

良好 胴部外面 平行タタキ 胴部一部
残存

掘方中 E区 SI-44 
床下

新治産

106 29 須恵器 
甕

口径　- 
底径（16.0） 
器高［19.3］ 
最大径（31.2）

2.5Y5/1 
黃灰

砂粒多量、
礫微量

良好 胴部外面 平行タタキ 
下半 タタキを一部ナデ
消す 
内面 ナデ

胴下半
1/4、底部
一部残存

床上約
20㎝

E区 SI-44 
No.16

益子産

106 30 かわらけ
口径　8.8 
底径　5.0 
器高　1.7

10YR8/3 
浅黄橙

砂粒微量 良好 口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
底部 糸切り

口縁部
3/4 残存、
底部完存

床上約
8㎝

E区 SI-44 
No.9

流れ込みか
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̚区 SI-49（第 107 図、第 58表、図版二四）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AL・AM-47 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南東

部が確認されている。残存部の東西0.84m以上、南北0.92m以上、面積0.77㎡である。壁は確認されていない。

　ओ࣠ํ　Ｎ - ４° - Ｗ　෴　２層の暗褐色土が確認されている。　চ໘　中央部がやや高くなる。掘方

も中央部が掘り残され、高い。　ப݀ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　図示できる遺物は出土

していない。須恵器坏３点 48.19 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SI-51（第 108・109・110 図、第 58・68 表、図版二四 ・ 二五 ・ 一一八ʙ一二ʓ ・ 一四八）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AM-47・48 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-65 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　東西ن 3.86m、南北 3.08mの長方形で、面積は 11.89 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 42㎝残存

する。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　１～ 4層はレンズ状の堆積を示し、自然埋没である。　চ໘　四隅が硬く

締まっている。掘方は図示していないが四隅を掘り込む。また、幅 20～ 30 ㎝、深さ５～８㎝の壁溝が北西

部と南東部で確認された。　ப݀　２基確認されている。P1は円形で、直径 25㎝、深さ 80㎝、P2 は楕

円形で、長軸 44 ㎝、短軸 38 ㎝、深さ 20 ㎝である。P1 からは直径 14 ㎝ほどの柱痕跡が確認されている。

入口施設とみられ、南壁際に確認されている。　ΧϚυ　カマドは北壁中央に位置しており、暗黄褐色砂質

土とロームを積んで構築した袖と天井の一部がつぶれた状態で遺存していた。掛け口付近には土師器の甕(24)

を半分にしたものの上に、須恵器の坏 (4) を伏せている。　ग़Ҩ　西壁際と中央部に多く出土している。

土師器の坏 1点、甕 1点、須恵器坏 20点、高台付坏２点、瓦４点、砥石 1点、石 1点、鉄製品 1点を図示

した。４は底面に２本の線が刻書され、８の底部は焼成時に亀裂が入っている。14は焼成時の歪みが著しい。

23は底部の両面に朱や墨の痕跡が残る。25～ 28 の瓦は被熱している。袖の内側の芯材に使用された。25

調査区外 調査区外

SI-49 掘方

2
2

1

3

A A'

A A'A A'

4*���
̍　ද　　　࡞ߞ
গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̏

� �N�ɿ��
-������N
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106 31 編物石か

長　16.1 
幅　5.5 
厚　3.0 
重　328.73

砂岩 ほぼ完存 覆土中 E区 SI-44

106 32 鉄製品 
不明

長［6.04］ 
幅　0.44 
厚　0.44 
重　2.83

一部残存 床上約
3㎝

E区 SI-44 
No.11

106 33 鉄製品 
釘

長［4.88］ 
幅　1.35 
厚　0.51 
重　6.88

一部欠損 床上約
13㎝

E区 SI-44 
No.12

ーロ＿ ーW-
_.  V V---__y______"_ -

ー で三三
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は文字瓦か。27・28 は狭端面に棒状の圧痕があり、分割あるいは側面調整時に地面に置いた際、枝などが圧

痕として残ったもの。29は砥石で、4面が研磨されている。30は砂岩で、カマド構築材の可能性もあり、一

部被熱する。このほかに土師器坏 22点 110.46 ｇ、高台付坏３点 29.35 ｇ、壺 1点 7.16 ｇ、鉢 2点 21.32

ｇ、甕 255 点 3603.96 ｇ、須恵器坏 257 点 2008.07 ｇ、高台付坏３点 8.19 ｇ、蓋 13点 99.54 ｇ、壺 3点、

45.67 ｇ、甕 17点 377.62 ｇ、陶器 1点 2.48 ｇ、瓦 3点 224.79 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

1 2 3 4

5

6 7 8 9

SK-65
SI-51 カマド

SK-65

P1

P2

B
B'

C
C'

A A'

E
'E

F F'

D D'

6
19

5

1

9
8

7

2

22

26

3・12

30

4
28 27

1
4

4
5

ド
マ
カ

B
B'

1
234

55

4

A A'

P1

7

6

C
C'

2
1

3
4

5
6

E
E'

F F'

1

2

7 8
7 9

D D'

25
24

4

3・12
26 22 2

6

19 5 7 30
8 9

1
28 27

4*���
ඍྔɻ͠·Γ͋ΓɻࢠɾԽཻࢠɾমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̎
ɻ͠·Γ͋ΓɻׯएࢠɾԽཻࢠඍྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̏
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̐
̑　҉ԫ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ
ඍྔɻ͠ࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̒ ·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ
　　　　　　　�ʢபࠟʣ
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠ࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̓ ·Γ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　೪ੑ͋Γɻʢ۷ํຒʣ

4*���　ΧϚυ
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ໌　̍
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑܽࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ໌　̎
　　　　　　　　͚Δɻ
̏　҉ԫ৭　࠭ࢁओମɻϩʔϜཻࢠগྔɺমཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ
　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪ่མʣ
̐　҉ԫ৭　࠭ࢁओମɻϩʔϜཻࢠɾমཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ
　　　　　　　　͚ܽΔɻʢԎಓఱҪ͔ʣ
৭গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣଟྔɺ࠭ࢁ　　৭໌　̑
৭ϒϩοΫগྔɻ͠·Γܽଟྔɺমগྔɺ࠭ࢁ　　৭໌　̒
　　　　　　　　͚Δɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣ
গྔɻࢠ৭ཻࠇଟྔɺࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ໌　̓
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
̔　҉ԫ৭　ϩʔϜओମɻ৭ɾমཻࢠগྔɻ͠ ·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢକʣ
̕　҉৭　মओମɻϩʔϜཻࢠɾ৭ཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ
　　　　　　　　͚ܽΔɻʢକʣ

� �N�ɿ��
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第 �8ද　&۠ 4*��1 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

108 1 土師器 
坏

口径　13.0 
底径［7.0］ 
器高［4.2］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒少量 良好 内面 黒色処理
外面 一部剥離

外面 ロクロナデ 
体部下端回転ヘラケズリ
内面 ヘラミガキ

ほぼ完形 床上約
12㎝

E区 SI-51 
No.8

108 2 須恵器 
坏

口径　13.7 
底径　7.4 
器高　4.6

10YR5/2 
灰黄褐

砂粒多量、礫
若干

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

完形 床面直
上

E区 SI-51 
No.14

益子産

108 3 須恵器 
坏

口径　13.2 
底径　6.0 
器高　4.2

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 7.5YR4/2 
褐灰

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

完形 床面直
上

E区 SI-51 
No.17

益子産

108 4 須恵器 
坏

口径　13.0 
底径　6.4 
器高　4.7

外面 N3/0 
暗灰 
内面 2.5Y3/1 
暗褐

砂粒・礫多量 良好 刻書あり（斜
線 2本）

ロクロ目顕著 
底部 ヘラケズリ後ナデ

口縁～底
部 3/4 残
存

支脚上 E区 SI-51 
カマド
No.19

益子産

108 5 須恵器 
坏

口径　13.0 
底径　6.8 
器高　4.3

外面 2.5Y6/4 
浅黄 
内面 10YR6/3 
にぶい黃橙

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
体部下端 ヘラケズリ 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁～体
部 3/4 残
存、底部
完存

床面直
上

E区 SI-51 
No.4

益子産

108 6 須恵器 
坏

口径　13.2 
底径　6.4 
器高　4.1

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 
体部下端 回転ヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～底
部 1/2 残
存

床上約
24㎝

E区 SI-51 
No.1

益子産

108 7 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径［6.0］ 
器高　4.1

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫多量 良好 刻書あり「－」 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～底
部 1/2 残
存

床上約
6㎝

E区 SI-51 
No.12

益子産

108 8 須恵器 
坏

口径（12.8） 
底径（6.4） 
器高　4.0

5Y5/2 
灰オリーブ

砂粒少量 良好 底部 亀裂あり ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～底
部 1/4 残
存

床面直
上

E区 SI-51 
No.11

益子産

108 9 須恵器 
坏

口径（12.8） 
底径［6.6］ 
器高［3.9］

外面 N4/0 
灰 
内面 7.5Y4/1 
灰

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り

口縁部
1/4、底
部 1/2 残
存

床面直
上

E区 SI-51 
No.10

益子産

109 10 須恵器 
坏

口径（12.8） 
底径［5.8］ 
器高　4.4

外面 5GY5/1 
オリーブ灰 
内面 10Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁～底
部 1/12
残存

カマド
内

E区 SI-51 
カマド一括

益子産

109 11 須恵器 
坏

口径（13.4） 
底径［6.2］ 
器高　4.7

外面 10Y5/1 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/4、底
部 1/2 残
存

覆土中 E区 SI-51 
南西フク土
一括・南西
一括

益子産

109 12 須恵器 
坏

口径（13.4） 
底径［7.1］ 
器高　4.0

外面 2.5Y6/1 
黄灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラケズリ後ナデ

口縁～底
部 1/2 残
存

床面直
上

E区 SI-51 
No.17・北
西一括

益子産

109 13 須恵器 
坏

口径（12.8） 
底径［6.6］ 
器高　3.8

2.5Y5/1 
黃灰

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/8 残
存、底部
ほぼ完形

覆土中 E区 SI-51 
南西フク
土・南西フ
ク土一括

益子産

109 14 須恵器 
坏

口径（12.8） 
底径［6.0］ 
器高　4.5

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量 良好 歪みあり 体部下端 手持ちヘラケズ
リ 
底部 ヘラ切り後ヘラケズ
リ

口縁部
1/8、底
部 3/4 残
存

覆土中 E区 SI-51
南西一括

益子産

109 15 須恵器 
坏

口径（12.8） 
底径（6.5） 
器高　4.4

外面 10Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量 良好 刻書あり「－」 ロクロ目顕著 口縁部
1/4、底
部 1/2 残
存

覆土中 E区 SI-51 
北東フク土
一括

益子産

109 16 須恵器 
坏

口径（13.5） 
底径［6.3］ 
器高　4.5

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒少量、礫
若干

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/8 残
存、底部
完形

覆土中 E区 SI-51 
南西一括・
南西フク土
一括

益子産

109 17 須恵器 
坏

口径（14.6） 
底径（7.4） 
器高［4.5］

外面 N4/0 
灰 
内面 N6/0 
灰

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/12、底
部 1/4 残
存

覆土中 E区 SI-51 
南東フク土
一括

益子産

109 18 須恵器 
坏

口径（11.8） 
底径（6.0） 
器高　4.0

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒多量、礫
若干

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～底
部 1/2 残
存

覆土中 E区 SI-51 
南西フク土
一括

益子産

109 19 須恵器 
坏

口径（12.6） 
底径（7.4） 
器高　4.0

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 5YR4/2 
灰褐

砂粒多量、礫
少量

良好 刻書か ロクロ目顕著 口縁部
1/12、底
部 1/4 残
存

床上
6cm

E 区 SI-51 
No.3

益子産

109 20 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（6.8） 
器高　4.5

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部欠
損、底部
1/2 残存

カマド
内

E区 SI-51 
カマド一括

益子産

109 21 須恵器 
坏

口径（14.0） 
底径（6.8） 
器高　3.3

10YR5/2 
灰黄褐

砂粒微量 良好 底部 ヘラ切り 口縁部
1/3、底
部 2/3 残
存

覆土中 E区 SI-51 
南西フク土
一括・南西
フク土

益子産

109 22 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［2.1］

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒少量、礫
若干

良好 高台貼付 底部完存 床面直
上

E区 SI-51 
No.15

益子産
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̚区 SI-61（第 111・112・113 図、第 58・69 表、図版二五 ・ 一一九 ・ 一二ʓ ・ 一四八）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AN-48 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-73 より古く、SI-68・74 より

新しい。SK-62 との新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　長方形で、東西 3.26m、南北 2.82 ｍ、面

積は 9.19 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 18㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -110° - Ｅ　෴　ロー

ム粒子を多く含む。自然堆積とみられる。　চ໘　貼床等は認められず、ローム層を床面としており、やや

凹凸がみられる。床面中央部分には踏み締まりとみられる硬化面が形成される。　ப݀　確認されていな

3

10

11

5

7
6

1 8
4

SI-61

SI-74

SK-73

SK-62

SI-68

3

10 11

2
1

1

22 SK-73

SK
-7
3

カ
マ
ド

1

2

B
B'

B
B'

A A'

A A'
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109 23 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（9.6） 
器高［1.8］

5Y5/1 
灰

砂粒微量 良好 朱・墨痕
両面擦る

底部 3/4
残存

覆土中 E区 SI-51 
北西一括

益子産か
転用硯

109 24 土師器 
小形甕

口径　15.7 
底径　- 
器高［15.8］

外面 5YR5/8 
明赤褐 
内面 5YR6/8 
橙

砂粒少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラケズリ 
胴部内面 ナデ

口縁部
3/4、胴
部 1/2 残
存

カマド
内

E区 SI-51 
カマド一括

109 25 丸瓦

厚　1.6 
重　296.84

外面 2.5Y6/4 
にぶい黄 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫多量 良好 被熱 凸面 ヨコヘラケズリ 
凹面 布目痕、糸切り痕 
側面 ヘラケズリ、面取

一部（10
～ 20％）
残存

煙道下
面

E区 SI-51 
カマド
No.22

文字瓦か

109 26 丸瓦

厚　1.6 
重　196.08

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 5Y6/2 
灰オリーブ

砂粒多量、礫
少量

良好 被熱 凸面 ヘラケズリ後ヨコナ
デ 
凹面 布目痕、糸切り痕 
側面 ヘラケズリ、面取

一部（5
～ 10％）
残存

床上約
8㎝

E区 SI-51 
No.16

110 27 丸瓦

厚　1.7 
重　831.70

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫多量 やや
不良

被熱 凸面 ヘラケズリ後ナデ 
凹面 布目痕、糸切り痕　
指ナデ 
側面 ヘラケズリ

40～
50％残存

袖内 E区 SI-51 
カマド
No.21・カ
マド一括

文字瓦か

110 28 丸瓦

厚　1.4 
重　486.57

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 N5/0 
灰

砂粒・礫多量 良好 被熱 凸面 タテヘラケズリ後ナ
デ 
凹面 布目痕、糸切り痕 
側面 ヘラケズリ、面取

一部（20
～ 30％）
残存

袖内 E区 SI-51 
カマド
No.20

110 29 石製品
砥石

長　4.2 
幅　3.0 
厚　2.3 
重　35.92

流紋岩 4面研磨 一部欠損 覆土中 E区 SI-51 
南西フク土
一括

110 30 石
(用途不明 )

長　25.0 
幅　16.0 
厚　8.0 
重　4127.5

礫混じり砂岩 一部被熱 ほぼ完存 床上約
3㎝

E区 SI-51 
No.18

カマド構築
材か

110 31 鉄製品 
鉄鏃か

長［3.46］ 
幅　0.60 
厚　0.43 
重　1.45

一部残存 覆土中 E区 SI-51 
南西フク土
一括

ー／ヤ

~_|  _.— 
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い。　ΧϚυ　東壁南寄りに位置しており、６層は白色粘土と黒色土で、７～９層は白色粘土とロームを積

んで構築した袖が遺存していた。カマド内や周辺より、遺物が多く出土している。　ग़Ҩ　土師器坏２

点、高台付坏３点、甕１点、須恵器坏１点、壺１点、焼粘土塊 1点、石 2点、鉄製品１点を図示した。11は

カマドの芯材として使われた可能性が高い。11は凹石を転用している。このほかに土師器坏25点102.26ｇ、

高台付坏２点 9.47 ｇ、甕 71点 852.12 ｇ、須恵器坏 53点 276.20 ｇ、高台付坏５点 60.11 ｇ、蓋 1点 4.79

ｇ、甕６点 60.04 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。
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※土層説明は前頁に掲載。
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第 �� ද　&۠ 4*��1 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

112 1 土師器 
坏

口径　13.6 
底径　6.6 
器高　3.7

5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒少量、礫
多量

良好 口縁部～内面 ロクロナデ 
体部下端 手持ちヘラケズ
リ
底部 静止ヘラケズリ

ほぼ完形 カマド
付近

E区 SI-61 
No.4・カマ
ド内

112 2 土師器 
坏

口径　12.6 
底径　6.0 
器高　5.1

外面 10YR7/2 
にぶい黄橙 
内面 10R3/1 
暗赤灰

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 口縁～体部外面 ロクロナ
デ 
底部 ヘラ切り後ナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
2/3 残存、
底部完存

掘方中 E区 SI-61 
カマド貼床
中

112 3 須恵器 
坏

口径　13.8 
底径　6.7 
器高　4.7

10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒・礫微量 良好 スス付着 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/2 残存、
底部完存

床面直
上

E区 SI-61 
No.9・北東
一括

益子産

112 4 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　10.5 
器高［2.7］

外面 2.5YR4/6 
赤褐 
内面 10YR3/1  
黒褐

砂粒・礫微量 良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ
底部ヘラケズリ後ナデ
高台貼付

底部完形 カマド
掘方中

E区 SI-61 
No.9・10・
カマド

112 5 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（8.8） 
器高［2.2］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR5/6 
明褐

砂粒少量、赤
色粒子微量

良好 内面 黒色処理
か

外面 ロクロナデか 
内面 ヘラミガキ
底部 ヘラケズリ後ナデ

底部完存、
高台部欠
損

カマド
内

E区 SI-61 
No.1 カマ
ド内

112 6 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（9.6） 
器高［3.0］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫少量 良好 内面 黒色処理
か

外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ
底部ヘラケズリ後ナデ
高台貼付

底部 1/2
残存

カマド
内

E区 SI-61 
No.3 カマ
ド内

り
仇

W
"
賢

| l | 
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̚区 SI-64（第 114・115・116 図、第 58・70 表、図版二六 ・ 一二ʓ）

　Ґஔ　調査区ほぼ中央北寄り、AO-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-66 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　長方形で、東西ن 3.66m、南北 4.38m、面積は 16.03 ㎡である。壁は遺存状況の良い部分で 24㎝ほど

である。　ओ࣠ํ　N-95° - Ｅ　෴　ロームを多く含む。1層は自然埋没、2層は人為的な埋め戻しとみ

られる。3層は壁溝の覆土である。　চ໘　南東隅と北東隅に貼床が確認された。ロームを多く含む。壁溝

は全周し、幅 20～ 28 ㎝、深さ 4～８㎝である。　ப݀　4基と床下より 3基、合計 7基が確認されてい

る。P1・2・3・6・7は円形、P4・5は楕円形。P1は直径 41㎝、深さ 21㎝、P2は直径 44㎝、深さ 13㎝、

1

8

3

2・5

7

P2
P3

P1 P1

P4

P5
P6

P7

掘方SI-64

SK-66

P3P2

SK-66

1
1

1

2
カ
マ
ド

12

3
4 5

6

1

2・
5

8
3

2・5 83 1

B
B'

B
B'

B
B'

A A'

A A'

A A'

D D'

D D'

C C'

C C'
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112 7 須恵器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［6.4］

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒・黒色粒
子・礫多量

良好 ロクロナデ 一部残存 カマド
内

E区 SI-61 
No.2 カマ
ド内

益子産

112 8 土師器 
甕

口径（14.2） 
底径　- 
器高［9.3］

7.5YR6/6 
橙

砂粒少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/4、胴部
1/6 残存

カマド
内

E区 SI-61 
No.8 カマ
ド内

112 9 焼粘土塊

長　4.6 
幅　4.0 
厚　1.5 
重　21.94

スサ痕 掘方中 E区 SI-61 
カマド貼床
中

113 10
石

（用途不明） 

長　35.6 
幅　27.1 
厚　15.5 
重　12450.0

砂岩 被熱 一部欠損 床上約
5㎝

E区 SI-61 
No.10

113 11
石

（用途不明） 

長　19.2 
幅　17.1 
厚　8.0 
重　2603.3

砂岩 被熱 一部残存 床上約
10㎝

E区 SI-61 
No.13

凹石を転用

113 12 鉄製品 
釘

長［3.28］ 
幅　0.36 
厚　0.30 
重　1.12

一部欠損 覆土中 E区 SI-61 
北西一括
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第３章　小泉分校裏遺跡

P3 は直径 50㎝、深さ 23㎝、P4は長軸 36㎝、短軸 18㎝、深さ 7㎝、P5は長軸 30㎝、短軸 24㎝、深さ

7㎝、P6 は直径 20 ㎝、深さ 15 ㎝、P7 は長軸 28 ㎝、短軸 25 ㎝、深さ 18 ㎝、P2・3は SI-64 の柱穴と考

えられる。　ΧϚυ　東壁やや南寄りに位置しており、袖の一部が残存している。1・４・５・９層は天井崩

落土、８～ 12層は袖で、いずれも土師器の甕 (7) と灰褐色砂質土等で構築されている。　ग़Ҩ　壁際に

多く出土している。土師器の甕 1点、須恵器坏６点、甕１点を図示した。１は側面に墨書が確認された。「物」

か。２と３は側面、４は底面に刻書がみられる。２は 2本の平行した斜線、３は「十」である。このほかに

土師器坏 26点 195.44 ｇ、高台付坏１点 7.46 ｇ、甕 89点 1320.13 ｇ、須恵器坏 67点 328.17 ｇ、高台付

坏３点 40.95 ｇ、蓋４点 31.49 ｇ、甕８点 591.49 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

2・5

7

7

カマド カマド掘方

8 7
9

10 11

12

2

3

1
2

3
4

5
6

10

2
5

F
F'

F
F'

F
F'

F
F'

E E'

E E'

E E'

E E'

4*���　ΧϚυ
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪ෦ʣࢠɾԽཻࢠଟྔɺমཻ࠭ࢁ　　　৭ࠇ　̍
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣࢠཻ࠭ࢁɾࢠ৭　　　ϩʔϜཻࠇ　̎
̏　҉৭　　মཻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢ೩ম෦ʣ
̐　໌ᒵന৭೪　ೕന৭೪͕গ͠ম͚͍ͯΔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋ΓɻʢԎಓఱҪʣ
̑　҉৭　　মཻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠɾ҉৭ཻࢠɾমϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢఱҪʣ
ɾমগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢྲྀೖʣࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　̒
̓　փ৭࣭࠭　࠭ࢁओମɻ৭গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑগ͋͠ΓɻʢఱҪʣ
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣࢠগྔɺমཻ࠭ࢁ　　　　৭　̔
̕　փ৭࣭࠭　࠭ࢁଟྔɺমཻࢠগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
��　ԫ৭　　　ϩʔϜཻࢠओମɻমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣࢠ৭　　　ϩʔϜཻ҉　��
��　҉৭　　মཻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻʢକʣ
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第 8節　E区

̚区 SI-67（第 117・118 図、第 58・71 表、図版二六 ・ 二七 ・ 一二ʓ ・ 一四八）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AM・AN-48 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-74・75 より新しい。　

7

8

� ��DN�ɿ�

第 11� 図　&۠ 4*��� ग़Ҩ࣮ଌ図 	2
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

115 1 須恵器 
坏

口径　13.0 
底径　6.0 
器高　4.7

5Y5/1 
灰

砂粒・礫多量 良好 墨書あり「物」
か

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/8 欠損、
底部完存

壁溝直
上

E区 SI-64 
No.1

益子産

115 2 須恵器 
坏

口径　13.6 
底径　6.4 
器高　4.7

2.5Y4/2 
暗黄灰

砂粒・礫少量 良好 刻書（斜線 2
本）あり

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/2 残存、
底部完存

床上約
5㎝

E区 SI-64 
カマド No.1

益子産

115 3 須恵器 
坏

口径　12.8 
底径　5.4 
器高　3.8

5Y5/1 
灰

砂粒・礫多量 良好 刻書あり「＋」 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
3/4 残存、
底部完存

床上約
8㎝

E区 SI-64 
No.6・一括

益子産

115 4 須恵器 
坏

口径（14.0） 
底径　6.2 
器高　4.1

5Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 刻書か 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部
1/8 残存、
底部完存

カマド
内

E区 SI-64 
カマド一括

益子産

115 5 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（6.2） 
器高　3.5

外面 5Y6/2 
灰オリーブ 
内面 5YR4/3 
にぶい赤褐

砂粒・礫少量 良好 墨書か 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁～底
部 1/2 残
存

床上約
5㎝

E区 SI-64 
カマド
No.1・カマ
ド一括

益子産

115 6 須恵器 
坏

口径（14.0） 
底径（7.5） 
器高　4.1

7.5Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/8、底部
1/5 残存

煙道上 E区 SI-64 
カマド煙道
上

益子産

116 7 土師器 
甕

口径　20.8 
底径　- 
器高［29.8］

外面 10YR7/4 
にぶい黄橙 
内面 10YR4/4 
褐

砂粒少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ヘラケズリ、一部
ナデ

底部欠損 袖内 E区 SI-64 
カマド
No.2・3

116 8 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［4.6］

外面 2.5Y7/6 
明黄褐 
内面 2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量、礫
微量

良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ 
無文当具痕

一部残存 床上約
4㎝

E区 SI-64 
No.2・5・カ
マド

産地不明

＼
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第３章　小泉分校裏遺跡

ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 3.54m、南北 3.12m、面積は 11.04 ㎡の長方形で、壁は遺存状況の良い部分で 32㎝

ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -18° - Ｅ　෴　ローム粒子を含む暗褐色土がレンズ状に堆積しており自然堆

積とみられる。　চ໘　踏み締まりとみられる硬化面が中央部に認められた。SI-75 と重なる部分は SI-67 構

築時に床を固めた（貼床）が凹んでしまっている。　ப݀　確認されなかった。　ஷଂ݀　P1は東カマド

の脇に確認された。段を持ち、底面上で石が出土している。　ΧϚυ　北壁東寄り ( 北カマド ) と東壁南寄り

( 東カマド ) に確認された。北カマドが新しい。東カマドは支脚 ( 棒状の石 ) に須恵器の坏 (1) を被せ、その上

に石を置いた終了行為を行っている。北カマドは壊され、埋め戻された状態と推測されるが、袖のブリッジ

5

6

7

1

6
1

5

7

6 1

5

SI-67

SI-75

SI-74

P1

P1

東カマド

SI-74

P1

北カマド 北カマド掘方

SI-74

4 4
1 2

3

4
1

3
3

1 2
3

8

11

10
12

9

2
1

3

4 5 6
7

8

45
6
7

1

2
4
8

9

1010

8

1

2

3
4

5
6 7

9

B
B'

B
B'

A A'

A A'C

C'

C C'

G
G'

G
G'

F F'

F F'

E
E'

E
E'

E
E'

D D'

D D' D D'
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第 8節　E区

は落とされた状態で確認されている。　ग़Ҩ　須恵器の坏 3点、壺 1点、石 2点、銅製品１点、鉄製品

２点を図示した。１は完形の坏で、東カマド内より出土した。歪みがあり、被熱している。３は「大」が側

面に刻書されている。５と６は被熱を受けており、７は柄頭の覆輪と考えられる。このほかに土師器坏 40点

310.49 ｇ、高台付坏２点 24.35 ｇ、甕 180 点 2789.05 ｇ、瓦 7点 811.25 ｇ、須恵器坏 96 点 758.26 ｇ、

高台付坏３点 68.73 ｇ、埦１点 11.91 ｇ、蓋 5点 55.02 ｇ、鉢 1点 8.92 ｇ、長頚壺 1点 10.50 ｇ、甕 15

点 392.14 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀第１四半期。
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7

8

9

1 2
3
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5
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第 �1ද　&۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

118 1 須恵器 
坏

口径　14.0 
底径　7.6 
器高　4.6

外面 2.5Y6/3 
にぶい黃 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒少量 良好 歪みあり 
被熱

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

完形 カマド
内

E区 SI-67 
No.2 カマ
ド

益子産

118 2 須恵器 
坏

口径（12.0） 
底径（5.6） 
器高　4.0

10YR7/3 
にぶい黄橙

砂粒・礫微量 不良 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/12､底部
1/4 残存

覆土中 E区 SI-67 
東ベルト内
一括

益子産

118 3 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径　- 
器高［2.8］

5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒・礫微量 良好 刻書あり「大」 ロクロ目顕著 口縁部一
部残存

覆土中 E区 SI-67 
北東部

益子産

118 4 須恵器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［3.3］ 
最大径　12.0

外面 5Y7/1 
灰白 
内面 2.5Y6/1 
黄灰

砂粒少量、黒
色粒子微量

良好 自然釉付着 ロクロ目顕著 一部残存 覆土中 E区 SI-67 
北西部

産地不明

118 5 カマド
構築材か

長　10.7 
幅　11.5 
厚　10.7 
重　1696.3

砂岩 被熱 一部残存 カマド
付近

E区 SI-67 
No.3

口言 □ （ ロ--l

□ 
ヽ

ご三］――

口
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̚区 SI-68（第 119・120 図、第 58・72 表、図版二七 ・ 一二ʓ ・ 一二一）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AN-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-61・76、SD- １・３と重複し、

本遺構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 5.24m、南北 4.86m、面積は 25.47 ㎡の長方形で、壁は遺存状況の
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118 6 カマド
構築材か

長　15.0 
幅　13.5 
厚　4.6 
重　1552.77

チャート 被熱 鉄分付着か ほぼ完存
か

カマド
内

E区 SI-67 
No.1

118 7 銅製品 
刀装具

長［5.09］ 
幅　3.73 
厚　1,22 
重　5.14

一部欠損
か

床面約
2㎝

E区 SI-67 
No.6

柄頭の覆
輪か

118 8 鉄製品 
鉄鏃

長［4.19］ 
幅　0.60 
厚　0.34 
重　2.15

一部欠損 覆土中 E区 SI-67 
西ベルト内
一括

118 9 鉄製品 
不明

長［2.53］ 
幅　0.45 
厚　0.40 
重　1.04

一部残存 覆土中 E区 SI-67
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良い部分で 40㎝ほどである。壁溝がカマドの部分以外全周し、幅 24～ 30 ㎝、深さ 3～ 11 ㎝である。　

ओ࣠ํ　Ｎ -22° - Ｗ　෴　ローム粒子や火山灰と考えられる白色粒子を含む暗褐色土が堆積しており、

自然堆積である。炭化物も確認されている。　চ໘　南・東壁際に硬化面が認められた。　ப݀　１基確

認された。P1は入口施設と考えられる。抜き取りの痕跡が確認されている。　ΧϚυ　北カマドである。袖

1 2 3 4
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̚区 SI-72（第 121・122 図、第 58・73 表、図版二八 ・ 二九 ・ 一二一）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AN-48 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-74、SK-165 と重複し、本遺構

の一部が残存する。ロームブロックで芯を作り、その上を灰褐色粘土で構築している。２層はピットの可能

性も考えられる。　ग़Ҩ　床面近くからの出土がほとんどで、土師器の坏５点、高坏 1点、甑 1点、甕

３点、須恵器の坏１点、蓋 1点、甕１点、石３点を図示した。９は小形の甕である。10 は南東部とカマド

の袖前からも出土している。14は流れ込みと考えられる磨石である。このほかに土師器坏 33点 380.93 ｇ、

甑１点 40.75 ｇ、甕 106 点 1016.96 ｇ、須恵器坏 12点 43.97 ｇ、甕１点 2.86 ｇが出土している。　ظ࣌

　７世紀前葉。

第 �2ද　&۠ 4*��8 ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

120 1 土師器 
坏

口径　14.2 
器高　3.6

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 10YR7/6 
明黄褐

砂粒少量 良好 内面 漆仕上げ 口縁部～内面 ヨコナ
デ 
体部外面～底部 ヘラ
ケズリ

口縁部
1/2 残存、
底部ほぼ
完存

覆土中 E区 SI-68 
北西部

120 2 土師器 
坏

口径　12.8 
底径　- 
器高　4.1

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 10YR1.7/1 
黒

砂粒・白雲母
少量

良好 口縁部～内面 
漆仕上げ

口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ 
底部 ケズリ

口縁部
1/4 欠損

床面直
上

E区 SI-68 
No.16

120 3 土師器 
坏

口径　13.8 
底径　- 
器高　4.2

5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体～底部 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁～体
部 1/6 欠
損

床面直
上

E区 SI-68 
No.20

120 4 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［3.6］

外面 5YR6/6 
橙 
内面 5YR6/8 
橙

砂粒微量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体部 ヘラケズリ

口縁～体
部 1/4 残
存

覆土中 E区 SI-68 
南東部・北
西部・ベル
ト内

120 5 土師器 
坏

口径（15.4） 
底径　- 
器高［5.4］

7.5YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 口縁部～内面 
漆仕上げ

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ

口縁～体
部 1/4 残
存

覆土中 E区 SI-68 
北西部

120 6 須恵器 
坏

口径　11.6 
底径　- 
器高　3.8

外面 7.5YR5/3 
にぶい褐 
内面 7.5YR6/6 
橙

砂粒・礫少量 不良 底部 ひび割れ ロクロ目顕著 
底部 ケズリ

完形 床上約
3㎝

E区 SI-68 
No.8

産地不明

120 7 須恵器 
蓋

口径　12.6 
底径　- 
器高　4.2

外面 N4/0 
灰 
内面 N5/0 
灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
天井部 手持ちヘラケ
ズリ

口縁～底
部 1/2 残
存

床上約
3㎝

E区 SI-68 
No.22

産地不明

120 8 土師器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［3.3］

外面 2.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR3/1  
黒褐

砂粒多量 良好 内面 黒色処理
外面 荒れてい
る

体～底部外面 ナデ（ケ
ズリか） 
内面 ヘラミガキ

坏底～脚
部一部残
存

床面直
上

E区 SI-68 
No.7

産地不明

120 9 土師器 
小形甕

口径（12.0） 
底径（4.5） 
器高　9.4

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒多量、白
雲母少量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラケズリ 
胴部内面 ナデ

口縁～胴
部 1/4、
底部 1/2
残存

床上約
3㎝

E区 SI-68 
No.22・カ
マド内・カ
マド南西

120 10 土師器 
甕

口径（23.2） 
底径　- 
器高［24.5］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR6/6 
橙

砂粒・礫多量 良好 外面 スス付着 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/4、胴部
1/2 残存

床上約
3㎝

E区 SI-68 
No.9・10・
11・カマド
No.1・北東
部

120 11 土師器 
甕

口径（18.4） 
底径　6.0 
器高　27.1

外面 10YR3/2 
黒褐 
内面 2.5YR4/6 
赤褐

砂粒・礫少量 やや
不良

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/3、胴部
2/3 残存、
底部完存

床面直
上

E区 SI-68 
No.19

120 12 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［3.3］

5Y4/1 
灰

砂粒少量 良好 胴部外面 平行タタキ、
カキ目
胴部内面 同心円当具

胴部一部
残存

覆土中 E区 SI-68 
一括

120 13 土師器 
甑

口径（26.6） 
底径（10.2） 
器高　31.0

外面 10YR6/3 
黄橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫微量 良好 外面 黒斑あり 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ヘラミガキ

口縁～胴
部 1/3、
底部 1/5
残存

床上約
20㎝

E区 SI-68 
No.1・23・
南西部 
E 区 SI-68 
一括

120 14 石
（用途不明）

長　8.4 
幅　5.7 
厚　5.1 
重　323.04

チャート 完存か 床面直
上

E区 SI-68 
No.6

120 15 石
（用途不明）

長　9.6 
幅　8.19 
厚　5.32 
重　630.19

チャート タール状付着
物あり

完存 覆土中 E区 SI-68 
No.13

120 16 石
（用途不明）

長　8.61 
幅　6.38 
厚　1.45 
重　126.88

安山岩 ほぼ完存 カマド
付近

E区 SI-68 
カマド周辺

磨石
流れ込みか
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が新しい。ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 3.48m、南北 3.48m、面積は 12.11 ㎡の方形で、壁は遺存状況の良い部

分で 38㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -12° - Ｗ　෴　２・３層はローム粒子を多く含む暗褐色土で、自

然堆積と考えられる。P1の上面には焼土が確認されている。　চ໘　中央部と P1周辺に踏み締まりとみら

れる硬化面が認められた。　ப݀　5基確認された。P1・2・5が主柱穴、P4 が入口施設と考えられる。

P1・2は円形、P3～ 4は楕円形、P5は不整形。P1は直径 32㎝、深さ 35㎝、P2は直径 45㎝、深さ 12㎝、

P3 は長軸 36 ㎝、短軸 30㎝、深さ 20㎝、P4 は長軸 54 ㎝、短軸 30㎝、深さ 22㎝、P5 は長軸 44 ㎝、短
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第３章　小泉分校裏遺跡

軸 36㎝、深さ 14㎝である。　ΧϚυ　北壁中央と東壁南寄りに確認された。東カマドが古く、壊されてい

る。北カマドは灰褐色粘土で構築され、袖の芯材として石を使用している。　ग़Ҩ　カマドの周辺や壁

際に多く出土している。土師器の高台付坏１点、甕２点、不明 1点、須恵器の坏６点、高台付坏 1点、甕３

1 2 3 4
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第 8節　E区

点、石２点を図示した。１は内面に摩滅した部分と墨痕がみられる。２と６は焼きの悪い須恵器。４は被熱

の痕跡がみられる。このほかに土師器坏 24点 213.55 ｇ、高台付坏１点 2.70 ｇ、鉢２点 39.80 ｇ、甕 167

点 2448.11 ｇ、瓦 1 点 22.55 ｇ、須恵器坏 135 点 918.23 ｇ、蓋 10 点 92.54 ｇ、高台付坏１点 2.58 ｇ、

鉢２点 58.58 ｇ、甕 17点 313.96 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

̚区 SI-74（第 123 図、第 58・74 表、図版二九）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AN-48 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-61・67・72 と重複し、本遺構

第 ��ද　&۠ 4*��2 ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

122 1 須恵器 
坏

口径　13.6 
底径　7.6 
器高　4.1

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒少量、礫
若干

良好 内面 墨痕あり
内面 磨滅
底部中央打ち
欠き

ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズ
リ 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁部
1/3 残
存、底部
一部欠損

覆土中 E区 SI-72 
南東フク土
一括・南西
フク土一括

益子産
転用硯

122 2 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径　6.0 
器高　4.0

外面 10YR7/6 
明黄褐 
内面 10YR6/2 
灰黄褐

砂粒少量、礫
微量

やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/3 残
存、底部
完存

床上約
15㎝

E区 SI-72 
No.8

益子産

122 3 須恵器 
坏

口径（13.4） 
底径　6.8 
器高　3.9

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒多量、礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/3、底
部 1/2 残
存

カマド
内

E区 SI-72 
カマドNo.9・
北カマド煙
道・北カマド
2層・カマド
袖内

益子産

122 4 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（6.4） 
器高　4.1

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR6/6 
橙

砂粒少量 良好 被熱か ロクロ目顕著 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁部
1/3、底
部 1/2 残
存

床上約
5㎝

E区 SI-72 
No.9・南東
フク土一括

益子産

122 5 須恵器 
坏

口径（13.2） 
底径（6.0） 
器高　4.1

5Y5/1 
灰

砂粒少量、礫
微量

良好 刻書あり ロクロ目顕著 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁～底
部 1/3 残
存

覆土中 E区 SI-72 
北西フク土
一括

益子産

122 6 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［2.1］

外面 10YR4/2 
灰黄褐 
内面 7.5YR4/1 
褐灰

砂粒少量 不良 刻書あり「×」ロクロ目顕著 
底部 ナデ

体～底部
1/4 残存

覆土中 E区 SI-72 
北東フク土
一括

益子産

122 7 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.2 
器高［2.6］

外面 5YR6/6 
橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ
高台貼付

底部完
存、高台
部 1/2 残
存

床上約
20㎝

E区 SI-72 
No.10

122 8 須恵器 
高台付坏

口径　12.4 
底径　7.0 
器高　5.4

外面 2.5Y7/1 
灰 
内面 2.5Y7/2 
灰黄

砂粒・礫少量 良好 体部下端 回転ヘラケズリ 
底部 ナデ
高台貼付

口縁部
1/2 残
存、高台
部ほぼ完
存

覆土中 E区 SI-72 
北西フク土
一括

益子産

122 9 土師器 
甕

口径（20.8） 
底径　- 
器高［13.6］

外面 5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・白雲母
多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/3 残
存

床面直
上

E区 SI-72 
No.18・北ベ
ルト

122 10 土師器 
甕

口径（19.8） 
底径　- 
器高［15.6］

外面 10YR8/4 
浅黄橙 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒・白雲母
多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/6 残
存

床面直
上～ 5
㎝

E区 SI-72 
No.16・19

122 11 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［7.8］

外面 10YR6/2 
灰黄褐 
内面 10Y5/1 
灰

砂粒・礫微量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 当具痕

胴部一部
残存

床面直
上

E区 SI-72 
No.20

産地不明

122 12 須恵器 
甕

口径　- 
底径　15.0 
器高［17.5］

10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒・礫少量 やや 
不良

外面 ナデ・下端ケズリ
内面 ナデ

胴部 1/3
残存？、
底部ほぼ
完存

カマド
内

E区 SI-72 
カマド
No.11

産地不明

122 13 須恵器 
甕

口径　- 
底径　7.8 
器高［1.9］

10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒・礫少量、
透明粒子微量

良好 内面 朱墨付着 底部 ナデ 底部完存 カマド
内

E区 SI-72 
No.10・No.7
北カマド

益子産

122 14 土師器 
不明

長　3.0 
幅　3.0 
厚　1.1 
重　12.93

5YR5/4 
にぶい赤褐

砂粒少量、黒
色粒子若干

良好 内外面 ナデ 一部残存 覆土中 E区 SI-72 
南西フク土
一括

122 15 石
（用途不明）

長　16.0 
幅　6.9 
厚　7.5 
重　812.27

砂岩 表面 赤化 一部欠損 床面直
上

E区 SI-72 
No.14

122 16 石
（用途不明）

長　9.3 
幅　3.7 
厚　3.1 
重　138.12

チャート 被熱か 一部残存 床上約
6㎝

E区 SI-72 
No.7
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̚区 SI-75（第 124・125 図、第 58・75 表、図版二九 ・ 三ʓ ・ 一二一 ・ 一二二）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AM-48 グリッドに位置する。ॏෳؔ　SI-67、SD- １・３より古く、SI-9 よ

り新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 3.44m、南北 3.52m、面積は 12.11 ㎡の方形で、壁は遺存状況の良い部

分で 36㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ - ４° - Ｅ　෴　白色粒子・焼土粒子・炭化物を含む黄褐色土となっ

ている。覆土に粘土や焼土の塊が混入している。南西隅で確認された焼土の周辺には土器 (1・10 ～ 12・15)

が廃棄されている。　চ໘　SI-67 により一部壊されている。また、幅 10 ～ 20㎝、深さ１～ 10㎝の壁溝が

一部で確認された。　ப݀　確認されていない。　ΧϚυ　煙道の北東隅は地山が焼けている。ロームを

掘り残し、袖の芯にする。袖は灰褐色粘土を主体とした土 (5 層 ) で構築している。　ग़Ҩ　遺物は中央

が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 4.20m、南北 3.78m、面積は 15.88 ㎡の長方形で、壁は遺存状況の良い部

分で 24 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ - ０°　෴　白色粒子・焼土粒子・炭化物を含む暗褐色土が堆積

しており、自然堆積とみられる。　চ໘　北西と南東部に掘方が認められた。　ப݀　１基が確認された。

P1は長軸 48㎝、短軸 42㎝、深さ 13㎝の楕円形である。　ΧϚυ　確認できた範囲では確認されなかった。

　ग़Ҩ　土師器坏 1点、須恵器坏 1点を図示した。このほかに土師器坏１点 7.18 ｇ、甕７点 170.21 ｇ、

須恵器坏 6点 47.18 ｇ、蓋１点 12.85 ｇ、甕２点 49.66 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀後葉。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

123 1 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［0.7］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒若干 良好 外面 ケズリ後ミガキ 
内面 ナデ後ミガキ

底部一部
残存

覆土中 E区 SI-74 
南ベルト

123 2 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（8.6） 
高［3.5］

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒微量 良好 口縁～底
部一部残
存

覆土中 E区 SI-74 
南東部

益子産か
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第 8節　E区

部と壁際で出土している。土師器の甕３点、須恵器の坏３点、高台付坏３点、蓋１点、甕２点、瓦 3点、石

１点を図示した。２は焼きの悪い須恵器。４は矢印のような刻書が確認された。６は内面が摩耗する。硯に

転用か。12の甕は丸底となっている。13～ 15 の瓦は女瓦である。いずれも凸面に木口状工具によるナデが

ある。16は安山岩で、石皿を転用したものと考えられる。全体的に掘りこまれているため図示していない掘

方の中から出土した。このほか、土師器坏２点 139.63 ｇ、須恵器坏 58点 617.43 ｇ、蓋６点 96.58 ｇ、高

台付坏４点 124.99 ｇ、甕７点 439.29 ｇ、瓦６点 852.52 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。
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第 8節　E区

̚区 SI-76（第 126・127 図、第 58・76 表、図版三ʓ ・ 一二二）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AN-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD- １・３より古く、SI-68 より新

しい。SK-93 との新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 1.52m以上、南北 3.08mの方形基調にな

ると推測される。壁は遺存状況の良い部分で14㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -145° -Ｅ　෴　白色粒子・

焼土粒子を含む暗褐色土が堆積しており、自然堆積とみられる。　চ໘　凹凸がみられる。カマドの手前に

若干の貼床が認められた。　ப݀　確認されていない。　ΧϚυ　袖は５～７層で、灰色粘土を主体とし

第 ��ද　&۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

124 1 須恵器 
坏

口径　13.1 
底径　6.5 
器高　4.1

2.5GY3/1 
暗灰

砂粒多量、礫
少量

良好 内外面 ロクロナデ 
体部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 ヘラ切り後手持ち
ヘラケズリ

口縁～体
部上位
1/2、体
部下位～
底部完存

床上約
15㎝

E区 SI-75 
No.28

笠間産

124 2 須恵器 
坏

口径（13.7） 
底径（6.3） 
器高　4.4

外面 5YR3/4 
暗赤褐 
内面 5YR4/1 
褐灰

砂粒多量 やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～体
部上位
1/6、体
部下位
1/2 残
存、底部
完存

床面直
上

E区 SI-75 
No.9

益子産

124 3 須恵器 
坏

口径（13.2） 
底径（7.2） 
器高　4.3

2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量、礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 静止ヘラケズリ

1/4 残存 床上約
22㎝

E区 SI-75 
No.6・北西
部

新治産

124 4 須恵器 
高台付坏

口径　11.8 
底径　7.0 
器高　5.4

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒多量、礫
少量

良好 刻書あり（矢印
か）

ロクロ目顕著
高台貼付

口縁～体
部 3/4 残
存、坏底
部～高台
部完存

床上約
10㎝

E区 SI-75 
No.19

益子産

124 5 須恵器 
高台付坏

口径（13.4） 
底径（8.6） 
器高　4.9

外面 N4/0 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒多量、礫
少量

良好 刻書か 底部 ヘラ切り後ナデ
高台貼付

口縁～体
部 1/4、
底部～高
台 1/2 残
存

覆土中 E区 SI-75 
南西部

益子産

124 6 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　8.2 
器高［2.1］

N5/0 
灰

砂粒少量 良好 内面摩耗 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ
高台貼付

底部～高
台完存

床上約
10㎝

E区 SI-75 
No.17

益子産
転用硯

124 7 須恵器 
蓋

口径　- 
底径　- 
器高［4.0］ 
最大径（13.8）

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 2.5Y4/2 
暗黄灰

砂粒多量、礫
少量

良好 天井部 回転ヘラケズリ つまみ完
存、天井
部上位
1/4 残存

覆土中 E区 SI-75 
西ベルト内

益子産

124 8 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［6.7］

外面 2.5Y6/3 
にぶい黄 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒少量 やや
不良

内面 荒れてい
る

外面 平行タタキ 頸部一部
残存

床上約
16㎝

E区 SI-75 
No.21

益子産

125 9 土師器 
甕

口径（21.6） 
底径　- 
器高［15.2］

10YR6/6 
橙

砂粒・白雲母
多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/2 残
存

床上約
10㎝

E区 SI-75 
No.27

125 10 土師器 
甕

口径（19.8） 
底径　- 
器高［18.8］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・白雲母
多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/8、胴
部 1/6 残
存

床上約
10㎝

E区 SI-75 
No.24

125 11 土師器 
甕

口径（21.2） 
底径　- 
器高［27.0］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR4/6 
褐

砂粒・白雲母
多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ・ケズリ
後ヘラミガキ 
胴部内面 ナデ

口縁～胴
部 1/4 残
存

床上約
15㎝

E区 SI-75 
No.25

125 12 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［9.6］

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 10Y6/1 
灰

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 
胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ 
丸底

胴下半～
底部 1/4
残存

床上約
20㎝

E区 SI-75 
No.22

産地不明

125 13 女瓦

厚　2.3 
重　377.02

10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒多量、礫
少量

良好 被熱 凸面 格子タタキ・ナデ 
凹面 布目痕、糸切痕、
狭端側縁ヘラケズリ
側面 ヘラケズリ

一部
（5％）残
存

床面直
上

E区 SI-75 
No.11

５類

125 14 女瓦

厚　2.1 
重　377.29

外面 2.5Y7/2 
灰黄 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒多量、礫
少量

やや
不良

凸面 格子タタキ後ナデ 
凹面 布目痕、糸切痕、
側縁ヘラケズリ　　　
側面 ヘラケズリ

一部（10
～ 20％）
残存

床面直
上

E区 SI-75 
No.7

４-1 類

125 15 女瓦

厚　2.2 
重　1058.0

2.5Y7/2 
灰黄

砂粒・礫少量 良好 被熱 凸面 格子タタキ後ナデ 
凹面 布目痕、糸切痕、
広端側縁ヘラケズリ 
側面 ヘラケズリ

一部（30
～ 40％）
残存

床上約
15㎝

E区 SI-75 
No.26

３類

125 16 石
（用途不明）

長　12.1 
幅　12.0 
厚　9.7 
重　936.23

安山岩 鉄分（赤色物）
付着

一部残存 掘方中 E区 SI-75 
掘方内

石皿を転用
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た土で構築している。カマド掛け口付近から高台付坏や甕が潰れた状態で、石も出土している。　ग़Ҩ

　土師器の坏２点、高台付坏 3点、甕３点、石３点を図示した。1～５の坏・高台付坏はロクロ整形である。

２は側面に墨書が確認された。「大領」か。５は底部外面に墨痕か。石３点は石皿等を転用したカマド構築材

と考えられる。このほかに土師器坏９点63.21ｇ、高台付坏１点3.76ｇ、甕59点2178.64ｇが出土している。

。10世紀後半　ظ࣌　

10
6・11

9

8

3

7

4SK-
93

SI-68

SD-3

SI-76 カマド

カマド掘方

SD-3

SD-3

3

9
7

1SD-3

1
2

1

2 5
7

2

2
2

3
4

8
7

6

B
B'

B
B'

A A'

A A'

D
D'

D
D'

D
D'

C C'

C C'

C C'

4*���
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　　　　　　　　Γɻ೪ੑ͋Γɻ
̎　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4*���　ΧϚυ
̍　փ৭೪　　೪ϒϩοΫɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑඇৗʹ͋Γɻ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ௨ɺমཻීࢠ৭　　೪ཻࠇ　̎
̏　৭　　মཻීࢠ௨ɺ೪ཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠ௨ɺমཻීࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̐
̑　ԫ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺ೪ཻࢠଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
̒　փ৭೪　　೪ϒϩοΫɻমཻීࢠ௨ɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑඇৗʹ͋Γɻ
̓　҉৭　মཻࢠଟྔɺ೪ཻීࢠ௨ɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑඇৗʹ͋Γɻ
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

126 1 土師器 
坏

口径（15.8） 
底径　- 
器高［4.7］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 7.5YR5/1 
褐灰

砂粒少量 良好 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁～体
部 1/4 残
存

覆土中 E区 SI-76 
一括

126 2 土師器 
坏

口径（15.0） 
底径　- 
器高［4.0］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒微量 良好 墨書あり「大領」
か 
内面 黒色処理

ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁～体
部一部残

覆土中 E区 SI-76 
東カマドフ
ク土一括

126 3 土師器 
高台付坏

口径　13.7 
底径　7.3 
器高　5.6

外面 10YR7/2 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒微量 良好 内縁 漆仕上げか 
スス付着

ロクロナデ 
底部 ヘラケズリ
高台貼付

口縁部一
部欠損

カマド
内

E区 SI-76 
カマド No.8

126 4 土師器 
高台付坏

口径　14.0 
底径　7.4 
器高　5.9

外面 10YR7/6 
明黄褐 
内面 5YR2/1 
黒褐

砂粒微量、
礫若干

良好 内面 黒色処理 内面 ヘラミガキ 
口縁部 ロクロナデ 
体部 外面ヘラケズリ 
底部 糸切り後ナデ
高台貼付

高台部一
部欠損

カマド
内

E区 SI-76 
カマド
No.14

126 5 土師器 
高台付坏

口径（13.5） 
底径　6.6 
器高　6.3

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 内面 黒色処理
底部外面に墨痕
か

ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 回転ヘラケズリ
高台貼付

口縁～体
部 1/3 残
存、高台
部完存

カマド
付近

E区 SI-76 
南カマドフ
ク土一括・
一括

126 6 土師器 
甕

口径（24.0） 
底径　- 
器高［22.6］

外面 10YR3/3 
暗褐 
内面 10YR4/3 
にぶい黄褐

砂粒・礫多
量

良好 スス付着 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ・ケズリ 
胴部内面 ナデ

口縁～胴
部 1/3 残
存

カマド
内

E区 SI-76 
カマドNo.3・
東カマドフク
土一括

」言

□
ー

ロ l | | 



－ 168 －

第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-77（第 128・129 図、第 58・77 表、図版三ʓ ・ 三一 ・ 一二二 ・ 一二三）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AN-50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-84 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　東西ن 2.66m、南北 2.68m、面積は 7.13 ㎡の方形で、壁は遺存状況の良い部分で 16㎝ほどである。　

ओ࣠ํ　Ｎ -120° - Ｅ　෴　焼土粒子・炭化物・鹿沼軽石粒子を含む暗褐色土やロームを多く含む黄褐

色土で、カマド付近には粘土や焼土を含む層がみられる。　চ໘　凹凸が著しい。西壁の一部に幅約 20㎝、

深さ３㎝の壁溝が確認されている。　ப݀　６基が確認された。P1 は床下土坑で、直径 50 ㎝、深さ 40

㎝の円形である。P2は直径 36 ㎝、深さ 30 ㎝の円形で、入口施設の可能性がある。P3は長軸 56 ㎝、短軸

46㎝、深さ８㎝の楕円形、P4は長軸 88㎝、短軸 68㎝、深さ 36㎝の楕円形で、埋め戻されている。P5は

直径 28 ㎝、深さ 16 ㎝の円形、P6 は長軸 86 ㎝、短軸 60 ㎝、深さ 24 ㎝の楕円形である。　ΧϚυ　東壁

南寄りに確認された。カマドは灰色粘土とロームを主体とした土で、構築材や支脚に礫 A～ C（チャート）

を使用している。南側には焼土がブロック状に確認されている。　ग़Ҩ　多くはやや壁寄りに出土して

4

9

3

6
7

5

P2

P1

P1

P6

P3

P5P4

SI-77

SI-84 SI-84
P4

P6

掘方

1

1
2

3
3

3
4 5

5

カ
マ
ド

6

78

3 9 4･5

B
B'

B
B'

B
B'

A A'

A A' A A'
C C'

C C'

D D'

D D'

4*���
ɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻׯएࣅྨʹࢠɾԽɾ,1ཻࢠඍྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
ɾ೪ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠଟྔɺ,1ϒϩοΫɾমཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̎
̏　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺমগྔɺ,1ཻࢠɾԽඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
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127 7 土師器 
甕

口径（20.4） 
底径　- 
器高［19.0］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 10YR4/4 
褐

砂粒・礫少
量

良好 外面 スス付着 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ・ケズリ
胴部内面 ナデ

口縁部
1/3、胴
部 1/6 残
存

カマド
内

E区 SI-76 
カマド
No.11・13

127 8 土師器 
甕

口径　- 
底径（9.4） 
器高［15.5］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒・礫少
量

良好 内外面 ナデ 
胴下半～底部外面 ヘラ
ケズリ

胴部 1/4
残存、底
部欠損

カマド
内

E区 SI-76
No.6・カマド・
カマドNo.2・
カマドフク土
一括

127 9 カマド
構築材

長　16.5 
幅　17.0 
厚　14.7 
重　5947.0

砂岩 被熱 一部残存 カマド
内

E区 SI-76 
カマド No.4

127 10 カマド
構築材

長　13.4 
幅　13.0 
厚　13.8 
重　2727.5

安山岩 被熱 一部残存 カマド
内

E区 SI-76 
カマド No.1

127 11 カマド
構築材

長　21.0 
幅　10.1 
厚　8.3 
重　1652.2

安山岩 被熱 一部欠損
か

カマド
内

E区 SI-76 
カマド No.3

石皿を転用
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第３章　小泉分校裏遺跡

いる。土師器の坏１点、高台付坏２点、鉢 1点、甕１点、須恵器の甕２点、石２点を図示した。２・３の高

台付坏はロクロ整形で、内面にミガキを施す。６は焼きが悪い。８は流紋岩製の砥石で、表面が黒くなって

いる。９は被熱しており、石皿を転用したカマド構築材と考えられる。このほか、土師器坏 24点 166.02 ｇ、

高台付坏２点 28.90 ｇ、須恵器坏１点 3.60 ｇが出土している。　11　ظ࣌世紀前半。

̚区 SI-78（第 130 図、第 58・78 表、図版三一 ・ 一二三 ・ 一四八）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AO・AP-50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　

東西 3.26m、南北 3.78m、面積は 12.32 ㎡の長方形で、壁は遺存状況の良い部分で 16㎝ほどである。　ओ

Ｎ　ํ࣠ -125° - Ｅ　෴　白色粒子・焼土粒子・炭化物を含む暗褐色土とロームを含む暗黄褐色土が堆

積しており、自然堆積とみられる。　চ໘　中央部に若干凹凸が認められた。　ப݀　４基が確認された。

P1 は直径 40 ㎝、深さ 15 ㎝の円形、P2 は長軸 60 ㎝、短軸 53 ㎝、深さ 18 ㎝の楕円形、P3 は長軸 82 ㎝、

短軸 62㎝、深さ４㎝の楕円形、P4は長軸 36㎝、短軸 26㎝、深さ 25㎝の楕円形である。掘方で確認され

たため、住居に伴うかどうかは不明である。　ΧϚυ　東壁南寄りに確認された。袖は灰褐色粘土で構築さ

れ、一部がよく焼けている。煙道は段になっている。焚口付近はピット状に掘り込まれている。　ग़Ҩ

　多くは壁際の床面近くより出土している。土師器の皿８点、高台付坏５点、須恵器の壺１点、甕１点、陶

器の皿類１点、鉄製品２点を図示した。１と２は側面に「大」の墨書が確認されている。9と 10は内面をミ

ガキ、黒色処理が施される。16の陶器も出土するが、流れ込みと考えられる。このほか、土師器坏２点7.67ｇ、

甕 83点 1100.43 ｇ瓦２点 162.55 ｇ、須恵器坏 52点 321.62 ｇ、高台付坏８点 89.50 ｇ、蓋５点 30.42 ｇ、

甑２点 112.20 ｇ、甕 20点 366.60 ｇが出土している。　10　ظ࣌世紀後半。

第 ��ද　&۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

129 1 土師器 
皿

口径　10.3 
底径　5.3 
器高　2.3

外面 2.5Y6/4 
にぶい黃 
内面 10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒少量 良好 底部 糸切り 口縁～
体部1/3
欠損

煙道内 E区 SI-77 
カマド
No.16

129 2 土師器 
高台付坏

口径　10.5 
底径　6.4 
器高　4.3

外面 10YR6/4 
にぶい黃橙 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理か ロクロ整形
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り
高台貼付

口縁～
体部1/2
欠損

煙道内 E区 SI-77 
カマド No.5

129 3 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（7.6） 
器高　3.0

外面 10YR5/4 
にぶい黃褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒少量 良好 ロクロ整形
内面 ヘラミガキ
体部下半ヘラケズリ 
底部 糸切り
高台貼付

底部1/2
残存

床上約
5㎝

E区 SI-77 
No.8

129 4 土師器 
鉢

口径（13.0） 
底径　- 
器高［10.4］

7.5YR4/3 
褐

砂粒少量 良好 底部外面 スス付
着

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・ヘラケズ
リ 
体部内面 ナデ　

底部1/3
残存

床上約
3～ 8
㎝

E区 SI-77 
No.2P4 内・
No.3・南西
部

129 5 土師器 
甕

口径（18.4） 
底径　- 
器高［14.0］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

白色粒子少
量、透明粒子・
黒雲母微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面上半 タテ方向の
ヘラケズリ後ヨコ方向の
ヘラケズリ 
内面 ヨコ方向のヘラナデ

口縁～
胴部1/8
欠損

カマド
付近

E区 SI-77 
No.2・3・カ
マドNo.11・
12・15・南
西部

129 6 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［9.4］

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

白色粒子多量 やや 
不良

胴部外面 平行タタキ 
内面 当具痕

胴部一
部残存

カマド
付近

E区 SI-77 
カマド No.9

益子産

129 7 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［13.0］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

白色粒子多量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

胴部一
部残存

カマド
付近

E区 SI-77 
カマド
No.14

益子産

129 8 石製品
砥石

長　9.2 
幅　5.8 
厚　4.9 
重　240.90

流紋岩 表面黒い 一部残
存

床下覆
土中

E区 SI-77 
床下 SK

129 9 カマド
構築材

長　16.2 
幅　11.8 
厚　8.8 
重　1326.3

安山岩 被熱 ほぼ完
存

床面直
上

E区 SI-77 
No.5

石皿を転用
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-84（第 131・132 図、第 58・79 表、図版三一 ・ 三二 ・ 一二三）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AN・AO-50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-77・P-200 より古い。　

ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 3.28m、南北 3.80m、面積は 12.46 ㎡の隅丸長方形で、壁は遺存状況の良い部分で

20㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -12° - Ｅ　෴　ローム粒子・焼土粒子・炭化物を含む黒褐色土とロー

ム粒子・焼土粒子・炭化物を含む暗灰褐色土、ロームを多く含んだ暗褐色土が堆積しており、自然堆積とみ

られる。　চ໘　ローム面を床面としている。壁溝は北・西・南壁で確認され、幅 16～ 28 ㎝、深さ 2～７

㎝である。　ப݀　３基が確認された。P1は直径 24㎝、深さ 32㎝の円形、P2は長軸 65㎝、短軸 60㎝、

第 �8ද　&۠ 4*��8 ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

130 1 土師器 
皿

口径　10.3 
底径　5.2 
器高　3.1

2.5Y7/3 
浅黄

砂粒微量 良好 墨書「大」あり 
若干歪む

ロクロナデ 
底部 糸切り

完形 床面直
上

E区 SI-78 
No.11

130 2 土師器 
皿

口径　10.6 
底径　5.5 
器高　2.9

外面 10YR8/3 
浅黄橙 
内面 10YR8/4 
浅黄橙

砂粒微量 良好 墨書「大」あり ロクロナデ 
底部 糸切り

口縁部一
部欠損

床上約
3㎝

E区 SI-78 
No.3

130 3 土師器 
皿

口径　10.2 
底径　5.4 
器高　2.6

外面 2.5Y8/3 
淡黄 
内面 10YR8/3 
浅黄橙

砂粒少量 良好 油煙付着か ロクロナデ 
底部 糸切り

完形 煙道内
上層

E区 SI-78 
カマド No.2

130 4 土師器 
皿

口径　9.8 
底径　5.2 
器高　2.8

10YR8/3 
浅黄橙

砂粒微量 良好 ロクロナデ 
底部 糸切り

ほぼ完形 床面直
上

E区 SI-78 
No.10・カ
マド

130 5 土師器 
皿

口径（11.0） 
底径　5.8 
器高　2.9

10YR7/3 
にぶい黄橙

砂粒少量 良好 内面 油煙付着 ロクロナデ 
底部 糸切り

口縁～体
部 1/3 残
存、底部
完存

掘方覆
土中

E区 SI-78 
床下

130 6 土師器 
皿

口径（10.4） 
底径　5.8 
器高　2.6

外面 10YR7/2 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR7/4 
にぶい橙

砂粒少量 良好 ロクロナデ 
底部 糸切り

口縁部一
部残存、
底部ほぼ
完存

カマド
内

E区 SI-78 
カマド No.5

130 7 土師器 
皿

口径　- 
底径　5.6 
器高［1.4］

外面 7.5YR7/4 
にぶい橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒微量 良好 ロクロナデ 
底部 糸切り

底部完存 床上約
2㎝

E区 SI-78 
No.6

130 8 土師器 
皿

口径　- 
底径　5.4 
器高［1.5］

外面 10YR7/3 
にぶい黄橙 
内面 10YR6/3 
にぶい黄橙

砂粒少量 良好 内面 刻書「十」
あり 
外面 刻書「　」
あり

ロクロナデ 
底部 糸切り

底部ほぼ
完存

床面直
上

E区 SI-78 
No.8

130 9 土師器 
高台付坏

口径（14.8） 
底径　- 
器高［5.8］

外面 10YR6/3 
にぶい黄橙 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 口縁～体部外面 ロクロナデ 
体部下端 回転ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り後ナデ消し
高台貼付

口縁部一
部、底部
3/4 残存

カマド
内

E区 SI-78 
カマド
No.3・カマ
ド

130 10 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（8.0） 
器高［3.5］

外面 10YR6/3 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 体部外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 回転ヘラケズリ
高台貼付

底部
1/2、高
台部 1/3
残存

床面直
上

E区 SI-78 
No.5

130 11 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.0］

外面 10YR7/3 
にぶい黄橙 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒少量 良好 ロクロナデ
高台貼付

底部 1/2
残存、高
台裾部欠
損

カマド
内

E区 SI-78 
カマド No.8

130 12 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.5］

7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫少
量

良好 ロクロナデ
高台貼付

底部 2/3
残存、高
台裾部欠
損

床上約
3㎝

E区 SI-78 
No.4

130 13 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.0］

外面 10YR8/3 
浅黄橙 
内面 5YR8/3 
淡橙

砂粒少量 良好 底部に竹筒状の
痕跡 
被熱

ロクロナデ
高台貼付

底部ほぼ
完存、高
台裾部欠
損

床上約
3㎝

E区 SI-78 
No.9

130 14 須恵器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［2.4］

外面 5Y5/3 
灰オリーブ 
内面 2.5Y6/3 
にぶい黃

砂粒微量 良好 自然釉付着 ナデ 頸部一部
残存

覆土中 E区 SI-78 
南西部

産地不明

130 15 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［6.4］

外面 2.5Y6/1 
黄灰 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒多量、
黒色粒子少
量

良好 胴部外面 平行タタキ　内面 
格子タタキ

胴部一部
残存

覆土中 E区 SI-78 
北西部

産地不明

130 16 陶器 
皿類

口径　- 
底径　2.8 
器高［1.2］

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 5Y6/3 
オリーブ黃

細砂粒微量 良好 底部（高
台部）完
存

覆土中 E区 SI-78 流れ込み
か

130 17 鉄製品 
刀子

長［4.87］ 
幅　0.89 
厚　0.38 
重　5.34

一部残存 P3底
面直上

E区 SI-78 
No.7

130 18 鉄製品 
小鎌

長［4.78］ 
幅　1.90 
厚　0.50 
重　5.85

一部残存 床面直
上

E区 SI-78 
No.12

i 
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深さ 9㎝の楕円形で、段を持つ。土器や石が出土している。P3は直径 26 ㎝、深さ 27㎝の円形である。　

ΧϚυ　北壁と東壁に２基確認された。東カマドが壊され、北カマドが作られたと考えられる。北カマドは

袖の一部が確認できる。煙道底面はよく焼けている。７・９層は掘方の埋め戻しである。　ग़Ҩ　P2周

辺と壁際の底面近くで確認されている。土師器の坏１点、高台付坏４点、焼粘土塊 1点、石１点を図示した。

1～３はヘラミガキ後、内面黒色処理が施される。このほか、土師器坏 35点 234.80 ｇ、高台付坏１点 3.14

ｇ、鉢１点 45.55 ｇ、甕 48点 544.69 ｇ、須恵器坏 19点 166.61 ｇ、蓋４点 39.62 ｇ、甕４点 80.47 ｇが

出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

6

1

5

4
2

P3
P2

P1

P-200

P-200

焼土+粘土

焼土+粘土

SI-77

SI-84

P2

北カマド 北カマド掘方

東カマド

4

カ
マ
ド

1

1
2

3

2

2

1
2

34
57

9

8

焼土

粘土

粘土焼土化

9

1
2

5 7

3
3

1
2

P-
20
0

4
4

1

66

6

1

5

4

2

4*���
ࢠɾԽཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　　ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ
̎　҉փ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔʢۉҰʣɺমཻࢠɾ
　　　　　　　　Խཻࢠඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
ଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻ҉　̏
গྔɻ͠·Γܽࢠ৭ଟྔɺϩʔϜཻࠇ৭　　ϩʔϜϒϩοΫɾࠇ　̐
　　　　　　　　͚Δɻ೪ੑ͋Γɻ

4*���　ΧϚυ
̍　҉փ৭　೪ཻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠɾমཻࢠɾ೪ϒϩοΫɾԽཻࢠগྔɺ
　　　　　　　　মϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ
ɾমϒϩοΫଟྔɺࢠɾমཻࢠɾ೪ϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠ৭　　೪ཻࠇ　̎
　　　　　　　　Խཻࢠඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
̏　փ৭　　ϩʔϜཻࢠগྔɺমཻࢠɾԽཻࢠඍྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠɾ೪ཻࢠɾমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̐
̑　փ৭　　　೪ϒϩοΫۃଟྔɺϩʔϜཻࢠɾ೪ཻࢠɾমϒϩοΫଟྔɺমཻࢠ
　　　　　　　　ଟྔɺমϒϩοΫଟྔɺԽཻࢠଟྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ
̒　৭　　೪মԽɻ͠·Γ͋Γɻ
̓　୶փ৭　মϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠଟྔɺ೪ϒϩοΫগྔɺমཻࢠɾ
　　　　　　　　೪ཻࢠগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣ
ࢠɾমϒϩοΫɾ೪ཻࢠଟྔɺ೪ϒϩοΫଟྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̔
　　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ
̕　҉৭　ϩʔϜཻࢠʢ۷ํຒɺϩʔϜͷমԽʣɾমཻࢠɾমϒϩοΫଟྔɺ೪
　　　　　　　　ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣ

4*���　౦ΧϚυ
ଟྔɺমϒϩοΫগྔɺϩʔϜࢠɾ೪ཻࢠɾমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　　ϒϩοΫɾԽཻࢠগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
̎　փ৭　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
ඍྔɻࢠগྔɺԽཻࢠଟྔɺমཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫɾ೪ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̏
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ
̐　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫɾ೪ཻࢠଟྔɺমϒϩοΫগྔɺমཻࢠɾ
　　　　　　　　Խཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋ΓɻʢఱҪ่མ͔ʣ
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-86（第 133 図、第 58・80 表、図版三二 ・ 三三 ・ 一二三）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AQ・AR-51・52 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　東西 2.96m、南北 3.00m、面積は 8.88 ㎡の長方形で、壁は遺存状況の良い部分で 12㎝ほどである。　

ओ࣠ํ　Ｎ - ５° - Ｅ　෴　焼土粒子・炭化物・粘土・ロームを含む暗褐色土が堆積しており、自然堆積

とみられる。　চ໘　中央部は踏み締まった硬化面がみられる。南部に掘方が認められた。　ப݀　１基

が床下で確認された。P1は長軸 65㎝、短軸 44㎝、深さ 10㎝の不整楕円形である。　ΧϚυ　北壁中央で

確認された。袖は明灰褐色土と黒褐色土で構築され、壁の一部が煙道付近で残存している。焚口付近には深

さ 5㎝ほどの浅い落ち込みが存在する。　ग़Ҩ　坏 (2) がカマドの覆土中から出土している。土師器の

↔
1 2 3

4

5 67

� ��DN�ɿ�
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

132 1 土師器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［1.9］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 2.5GY3/1 
暗オリーブ灰

砂粒微量、礫
若干

良好 内面 黒色処理 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り

底部 1/2
残存

床面直
上

E区 SI-84 
No.4

132 2 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　8.5 
器高［3.8］

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 2.5GY3/1 
暗オリーブ灰

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り
高台貼付

高台部完
存

床上約
3㎝

E区 SI-84 
No.8

132 3 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　8.2 
器高［4.6］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒・白雲母
微量

良好 内面 黒色処理 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り
高台貼付

体部一
部、高台
部 2/3 残
存

覆土中 E区 SI-84 
フク土南東

132 4 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［1.9］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫微量 良好 ロクロナデ 
体部下端 回転ヘラケズ
リ 
底部 糸切り後ナデ消し
高台貼付

体部 1/4
残存、高
台部欠損

床上約
3㎝

E区 SI-84 
No.7・8

132 5 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　9.2 
器高［2.4］

10YR6/3 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 ロクロナデ
高台貼付

高台部完
存

床上約
6㎝

E区 SI-84 
No.6

132 6 砥石か

長　13.0 
幅　13.1 
厚　8.9 
重　2326.9

砂岩 被熱 一部残存 P2内
覆土中

E区 SI-84 
No.1

132 7 焼粘土塊

長　4.9 
幅　4.8 
厚　2.7 
重　45.64

覆土中 E区 SI-84 
フク土北面

＼←- ― 一三ジ
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坏２点、須恵器の坏 1点、焼粘土塊 1点、石製品１点、石１点を図示した。１は「大」の墨書が側面に確認

されている。４は泥質凝灰岩の砥石で、4面を使用している。６の焼粘土塊はスサの痕跡が顕著である。この

ほかに土師器坏９点 82.53 ｇ、甕 54 点 770.14 ｇ、須恵器坏 35点 267.18 ｇ、甕４点 51.69 ｇが出土して

いる。　９　ظ࣌世紀後葉。

↔↔ ↔ ↔
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SI-86 掘方
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カ
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4*���
ɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻׯඍྔɺԽएࢠগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
ɻׯɾԽएࢠɾ೪ϒϩοΫඍྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺ೪ཻ҉　̎
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
̏　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4*���　ΧϚυ
̍　୶փ৭　೪ཻࢠɾ೪ϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠɾমཻࢠଟྔɺমϒϩοΫ
　　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠগྔɺԽཻࢠɾমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̎
̏　໌փ৭　೪ཻࢠɾ೪ϒϩοΫগྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺϩʔϜཻࢠଟྔɺ
　　　　　　　　মཻࢠඍྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻʢକʣ
ɾ೪ϒϩοΫগྔɺমࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɺ೪ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̐
ඍྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻʢକʣࢠཻ　　　　　　　　
ଟྔɻࢠɾ೪ϒϩοΫඍྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠ৭　　೪ཻ໌　̑
　　　　　　　　͠·Γඇৗʹ͋Γɻ
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-87（第 134・135 図、第 58・81 表、図版三三 ・ 三四 ・ 一二三）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AQ-52 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西

4.52m、南北 3.74m、面積は 16.90 ㎡の長方形で、壁は遺存状況の良い部分で 20㎝ほどである。　ओ࣠ํ

Ｎ　 - ０°　෴　白色粒子・焼土粒子・炭化物を含む暗褐色土が堆積しており、自然堆積とみられる。

　চ໘　若干の凹凸が認められた。カマド付近以外を全周する壁溝が確認されている。幅 18～ 28 ㎝、深さ

２～６㎝である。　ப݀　６基が確認された。P1は直径 48 ㎝、深さ 22㎝の円形、P2は直径 48 ㎝、深

さ 12 ㎝の円形、P3 は長軸 26 ㎝、短軸 23 ㎝、深さ９㎝のほぼ円形、P4 は長軸 56 ㎝、短軸残存値 40 ㎝、

深さ 22㎝の楕円形、P5は長軸 82㎝、短軸 74㎝、深さ 30㎝の楕円形、P6は長軸 20㎝、短軸 16㎝、深

P1

P2

P3

P4

P5

P6

焼土+粘土

SI-87

2

B
B'

A A'
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4

1 23

1
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2
3

B
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A A'7
6 4

4*���
ɻׯɾԽएࢠඍྔɺমཻࢠɾന৭ཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

133 1 土師器 
坏

口径（13.4） 
底径　- 
器高［3.2］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理
墨書あり「大」
か 

ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁～体
部 1/2 残
存

覆土中 E区 SI-86 
南西部

133 2 土師器 
坏

口径（12.1） 
底径　6.0 
器高　3.0

5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫微量 良好 ロクロナデ 
底部 糸切り

口縁～体
部 1/4 残
存、底部
完存

カマド
内

E区 SI-86 
カマド No.1

133 3 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径　6.0 
器高　3.7

5Y6/1 
灰

砂粒多量、礫
少量

良好 刻書あり「ハ」 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部一
部残存、
底部ほぼ
完存

掘方覆
土中

E区 SI-86 
床下

益子産

133 4 石製品
砥石

長　7.1 
幅　6.2 
厚　3.0 
重　92.24

泥質凝灰岩 研磨痕 4面 一部残存 覆土中 E区 SI-86

133 5
石

（用途不明）
か

長　27.0 
幅　22.5 
厚　11.3 
重　10250.0

砂岩 被熱 一部残存 床上約
4㎝

E区 SI-86 
No.1

133 6 焼粘土塊

長　5.2 
幅　3.8 
厚　1.6 
重　17.28

スサの痕跡あり カマド
付近

E区 SI-86 
カマド
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第 8節　E区

さ 15㎝のほぼ楕円形である。P4と５は床下土坑である。　ΧϚυ　北壁東隅と東壁やや南寄りの 2基が確

認された。東カマドが古く、埋め戻されている。支脚と考えられる石が掘方中央より出土した。北カマドは

底面がよく焼けている。東カマドの 4層上面が火床面である。　ग़Ҩ　土師器の坏１点、皿１点、高台

付坏１点、須恵器の坏１点、高台付坏 1点、甕 1点、石１点を図示した。７は被熱し、一部が黒くなっている。

このほかに土師器坏 49点 293.72 ｇ、高台付坏７点 84.56 ｇ、蓋３点 38.81 ｇ、鉢１点 34.77 ｇ、甕 81点

6

7

4

1 2 3

5

焼土+粘土

北カマド 東カマド

東カマド掘方

D
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F
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F
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F
' F

E E'

E E'

石

2

1

3

5

4 4

1

3

2

1
3

4
6

粘
土
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5
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D
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2
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石
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-89（第 136・137 図、第 58・82 表、図版三四 ・ 一二四）

　Ґஔ　調査区南東部にあたるAR-52グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-107より古く、SK-94より新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 2.72m、南北 2.78m、面積は 7.56 ㎡の方形で、壁は遺存状況の良い部分で 28㎝ほ

どである。　ओ࣠ํ　Ｎ -18° - Ｅ　෴　焼土粒子・炭化物を含む暗褐色土が堆積しており、自然堆積と

みられる。　চ໘　若干の凹凸が認められた。壁溝は北壁以外に確認され、幅16～24㎝、深さ２～４㎝である。

844.53 ｇ、須恵器坏 30点 196.56 ｇ、蓋３点 9.93 ｇ、甕 11点 98.35 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀

中葉。

SI-89

SK-94 SK-107

B
B'

A A'

4

1
2

2
3

3 3
3

3
3

ド
マ
カ

B
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A A'

4

4
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

135 1 土師器 
坏

口径　- 
底径　7.0 
器高［0.8］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 N2/ 
黒

砂粒・金雲母
若干

良好 内面 黒色処理 外面底部 回転ヘラケズ
リ

底部完存 P5内 E区 SI-87 
P5

135 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.2） 
器高［2.1］

外面 2.5Y5/3 
黄褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒微量、礫・
黒色粒子若干

やや 
不良

体～底部
1/6 残存

P4内 E区 SI-87 
P4

益子産

135 3 土師器 
皿

口径（13.2） 
底径（7.7） 
器高　2.2

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒微量、金
雲母若干

良好 ロクロナデ 口縁～底
部 1/6 残
存

覆土中 E区 SI-87 
南西区

135 4 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.6 
器高［2.7］

外面 7.5YR7/6 
にぶい黄橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒少量、黒
色粒子若干

良好 内面 黒色処理 ロクロナデ 
体部下端 回転ヘラケズ
リ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り後ナデ消し
高台貼付

高台部一
部欠損

P5
上層

E区 SI-87 
No.6

135 5 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［2.5］

2.5Y7/1 
灰白

砂粒微量 良好 高台貼付 底～高台
部 1/4 残
存

覆土中 E区 SI-87 
フク土一括

大渡産か

135 6 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［14.6］

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒多量、礫
少量

良好 胴部外面 平行タタキ 胴部一部
残存

床面直
上

E区 SI-87 
No.2

産地不明

135 7 石
（用途不明）

長　18.1 
幅　10.4 
厚　11.3 
重　2678.6

安山岩 被熱 
一部黒くなる

一部欠損 床上約
10㎝

E区 SI-87 
No.1

＼
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第 8節　E区

　ப݀　確認されていない。　ΧϚυ　北壁中央に確認された。３・４層は袖、６層は煙道の天井部であ

り、煙道には石が確認されている。　ग़Ҩ　土師器の坏１点、高台付坏１点、甕 1点、石１点を図示した。

４は半分が被熱し、半分に割れていた。このほかに土師器坏６点 42.23 ｇ、甕 30点 679.57 ｇ、須恵器坏７

点 31.92 ｇ、高台付坏１点 42.42 ｇ、甕２点 34.96 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

1

2

3 4

SK-107

カマド

D
D'

C C'

2

1

210
4

135

2
1

6
7

9
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8

D
D'

C C'

2
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

137 1 土師器 
坏

口径（13.5） 
底径（5.8） 
器高　4.2

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・白雲母
少量

良好 ロクロナデ 
体部下端 ヘラケズリ 
底部 ヘラケズリ

口縁部一
部、体～
底部1/4
残存

カマド
内

E区 SI-89 
カマド No.3

137 2 土師器 
高台付坏

口径　14.9 
底径　9.4 
器高　6.4

10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒・礫少量 良好 内面 黒色処理 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
体部下端 回転ヘラケズ
リ 
底部 回転ヘラケズリ

口縁部一
部欠損

カマド
内

E区 SI-89 
カマド No.1

137 3 土師器 
甕

口径（23.6） 
底径　- 
器高［6.8］

外面 10YR4/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい赤褐

砂粒少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラケズリ　
内面 ナデ

口縁～頸
部1/6 残
存

カマド
内

E区 SI-89 
カマド

137 4 石
（用途不明）

長　13.7 
幅　13.3 
厚　4.0 
重　1064.2

安山岩 被熱 完存 床面直
上

E区 SI-89 
No.2

磨石転用
か

＼
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SI-91・92（第 138~143 図、第 58・83 表、図版三四ʙ三七 ・ 一二四 ・ 一四九）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AR-52・53 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-91 と 92 の新旧は確認でき

なかった。SI-91は7層と21層は同質の土であり、SI-91と92の立ち上がりのラインは不明瞭であることから、

92の棚状遺構の可能性も考えられる。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　長方形を基調とした竪穴建物跡の一部とみられる。

SI-91 とした部分は長軸 3.00m、短軸 0.74m以上で、壁は遺存状況の良い部分で 34㎝ほどである。SI-92 は

長軸 5.18m、残存部短軸 3.52mで、壁は他の建物跡と比べて深く、遺存状況の良い部分で 48㎝ほどである。

　ओ࣠ํ91　はＮ -20° -W、SI-92 はＮ -90° -E　　覆土　白色粒子・焼土粒子・炭化物を含む暗褐色土

が堆積しており、自然堆積とみられる。　চ໘　ローム面を床面にしている。北東隅以外に幅 12～ 28 ㎝、

深さ 4～ 16 ㎝の壁溝が確認されている。北東部と南西部に掘方が認められた。　ப݀　５基が確認され

た。P1 と２が住居に伴う柱穴と考えられる。P1 は長軸 41 ㎝、短軸 36 ㎝、深さ 37 ㎝、P2 は長軸 40 ㎝、

短軸 34㎝、深さ 76㎝、P3 は長軸 40 ㎝、短軸 30㎝、深さ 38㎝、P4 は長軸 75 ㎝、短軸 65㎝、深さ 18

㎝、P5 は長軸 82 ㎝、短軸 32㎝、深さ 31㎝である。P3と P5 は壁柱穴、P4は床下土坑の可能性も考えら
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第
8
節
　
E
区

れ
る
。
　
Χ
Ϛ
υ
　
北
壁
中
央
(カ
マ
ド
①
)と
東
寄
り
(カ
マ
ド
②
)に
２
基
、
東
壁
(カ
マ
ド
③
)に
１
基
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
東
カ
マ
ド
が
廃
棄
時
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
カ
マ
ド
①
は
煙
道
の
み
遺
存
す
る
。
カ
マ
ド
②
は
天
井
・

袖
の
構
築
材
が
一
部
遺
存
す
る
。
煙
道
は
ほ
ぼ
垂
直
に
立
ち
上
が
る
。
カ
マ
ド
③
は
よ
く
焼
け
て
い
る
石
組
み
カ
マ
ド
で
あ
る
。

長
方
形
に
掘
方
を
掘
削
し
た
後
、
10
～
50
㎝
の
チ
ャ
ー
ト
を
利
用
し
て
石
組
み
し
、
隙
間
等
を
粘
土
で
充
填
し
て
い
る
。
煙

道
先
端
部
は
垂
直
に
立
ち
上
が
り
、
土
山
状
に
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
部
分
は
細
か
い
チ
ャ
ー
ト
を
利
用
し
て
い
る
。

　
ग़

Ҩ

　
土
師
器
の
坏
２
点
、
甕
９
点
、
須
恵
器
の
坏
４
点
、
高
台
付
埦
１
点
、
蓋
１
点
、
甑
１
点
、
甕
８
点
、
瓦
２
点
、

石
２
点
、
鉄
製
品
２
点
を
図
示
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
SI-91

で
図
示
で
き
る
遺
物
は
な
い
が
、
土
師
器
甕
４
点
17.37

ｇ
、
須

恵
器
坏
２
点
16.46

ｇ
、
甕
１
点
46.36

ｇ
が
、
SI-92

か
ら
土
師
器
坏
４
点
25.06

ｇ
、
高
台
付
坏
１
点
3.06

ｇ
、
鉢
１
点

10.13
ｇ
、
甑
４
点
145.63

ｇ
、
甕
482

点
6297.16

ｇ
、
須
恵
器
坏
99
点
692.51

ｇ
、
高
台
付
坏
２
点
1.46

ｇ
、
蓋

７
点
52.26

ｇ
、
壺
１
点
40.87

ｇ
、
甑
１
点
68.77

ｇ
、
甕
23
点
575.48

ｇ
、
瓦
１
点
20.63

ｇ
が
出
土
し
て
い
る
。

　
࣌
ظ
　
９
世
紀
前
葉
。

10

P5

カ
マ
ド
①

カ
マ
ド
②

カ
マ
ド
②
掘
方

カ
マ
ド
①
掘
方

5

4
4

1

2

3
5

2

1

4

3
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10

J J'
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第３章　小泉分校裏遺跡
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26
16
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調
査
区
外

調査区外

調
査
区
外

調
査
区
外

煙道出口（上部）

カマド③

カマド③掘方
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第 8節　E区
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第３章　小泉分校裏遺跡
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第 8節　E区

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

141 1 土師器 
坏

口径　13.2 
底径　7.1 
器高　3.8

外面 2.5YR5/8 
明赤褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒多量 良好 内面 黒色処理 
墨書あり「帀」
か則天文字「天」

ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
体部下端 回転ヘラケズ
リ
底部 ヘラケズリ

1/6 欠損 カマド
②内

E区 SI-92 
カマド 2・
北西部

141 2 土師器 
坏

口径（12.5） 
底径（7.0） 
器高［3.2］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒多量 良好 内面 黒色処理
墨書あり

ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
体部下端 回転ヘラケズ
リ
底部 ヘラケズリ

口縁部
1/4 残存

カマド
②内

E区 SI-92 
No.6 カマド
3・No.7 カ
マド 3

141 3 須恵器 
坏

口径（12.9） 
底径（6.1） 
器高［3.7］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/6 残存

覆土中 E区 SI-92 
北東部

益子産

141 4 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.3） 
器高［3.8］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫微量 良好 ロクロ目顕著 底部 1/4
残存

覆土中 E区 SI-92 
北西部

益子産

141 5 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.7） 
器高［1.5］

5Y6/1 
灰

砂粒少量・礫
微量

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 底部 1/2
残存

覆土中 E区 SI-92 
南ベルト中

益子産

141 6 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［1.7］

5Y5/1 
灰

砂粒多量、礫
微量

良好 体部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 ヘラ切り後ナデ

底部 1/4
残存

覆土中 E区 SI-92 
北西部

益子産

141 7 須恵器 
高台付埦

口径　- 
底径（9.1） 
器高［2.0］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒微量 良好 内面 墨痕あり 底部 1/4
残存

覆土中 E区 SI-92 
南東部

産地不明
転用硯

141 8 須恵器 
蓋

口径（16.6） 
底径　- 
器高［2.7］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 5Y5/2 
灰オリーブ

砂粒多量、礫
少量

良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/6 残存

覆土中 E区 SI-92 
南ベルト中・
西ベルト中・
南東部

益子産

141 9 土師器 
甕

口径（23.7） 
底径　8.1 
器高　32.2

7.5YR7/6 
橙

砂粒・白雲母
多量、礫少量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面上半 ナデ 
下半 ヘラケズリ 
胴～底部内面 ナデ 
底部外面 ヘラミガキ
紐積痕あり

口縁一部
残存、胴
～底部ほ
ぼ完存

カマド
③内

E区 SI-92 
No.7カマド3・
No.8カマド3・
No.10カマド3・
No.11カマド3・
No.12カマド3・
No.13カマド3・
カマド3

141 10 土師器 
甕

口径（25.9） 
底径　- 
器高［9.7］

外面 7.5YR5/4 
にぶい赤褐 
内面 5YR4/6 
赤褐

砂粒・礫多量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/12 残
存

カマド
①内

E区 SI-92 
No.1 カマド
1

141 11 土師器 
甕

口径（20.0） 
底径　- 
器高［10.1］

5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫多量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ 
内面 ヘラナデ

口縁部
1/4 残存

カマド
①内

E区 SI-92 
No.1 カマド
煙道

141 12 土師器 
甕

口径（19.2） 
底径　- 
器高［9.5］

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫少量、
透明粒子微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/6 残存

カマド
③内

E区 SI-92 
No.4 カマド
3

141 13 土師器 
甕

口径（18.8） 
底径　- 
器高［8.6］

2.5YR6/8 
橙

砂粒・礫多量、
白雲母微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ 
内面 ナデ

口縁部
1/6 残存

貼床中 E区 SI-92 
床下一括

141 14 土師器 
甕

口径（21.0） 
底径　- 
器高［6.4］

10YR4/2 
灰黄褐

砂粒・礫・白
雲母多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/6 残存

覆土中 E区 SI-92 
南東部

141 15 土師器 
甕

口径（12.2） 
底径　- 
器高［5.2］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒少量、白
雲母微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/6 残存

覆土中 E区 SI-92 
床下一括・
北東部・東
ベルト中・
カマド 2内・
a東

31

32
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̚区 SI-115（第 144 図、第 58・84 表、図版三八）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AQ-52 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　遺構

の大半が調査区外のため詳細は不明であるが、方形を基調とした竪穴建物跡の北西隅部分とみられる。東西

2.40m 以上、南北 1.14m 以上。壁は遺存状況の良い部分で 22 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -40° - Ｅ　

෴　ローム粒子・焼土粒子・炭化物を含む暗褐色土が堆積しており、自然堆積とみられる。　চ໘　平坦

ではなく、凹凸が認められるが、貼床や硬化面は確認されていない。　ப݀ɾΧϚυ　確認されなかった。

　ग़Ҩ　須恵器の坏２点を図示した。焼きの悪い須恵器である。このほか、須恵器坏７点 18.01 ｇ、甕

８点 52.72 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀前葉。

141 16 土師器 
甕

口径　- 
底径　7.8 
器高［11.5］

10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒・礫多量 良好 外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ 
底部 布目痕か

胴下半～
底部 1/2
残存

カマド
③内

E区 SI-92 
No.6 カマド
3・カマド 3
煙道中

141 17 土師器 
甕

口径　- 
底径　7.2 
器高［11.0］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 10YR3/2 
黒褐

砂粒・礫多量、
透明粒子微量

良好 外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

胴下部
1/4 残
存、底部
完存

カマド
③内

E区 SI-92 
No.7 カマド
3

141 18 須恵器 
甕

口径（31.2） 
底径　- 
器高［6.4］

5Y6/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロナデ 口縁部
1/4 残存

床上約
20㎝

E区 SI-92 
No.10

益子産

141 19 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［3.3］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y6/4 
にぶい黃

砂粒・礫少量 良好 自然釉付着 ロクロナデ 口縁部一
部残存

覆土中 E区 SI-92 
西ベルト

産地不明

141 20 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.3］

外面 2.5YR5/1 
赤灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒少量、礫
若干

良好 ナデか 頸部一部
残存

覆土中 E区 SI-92 
C 東

益子産

142 21 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［7.7］

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒多量 良好 胴部外面 平行タタキ　
内面 当具痕か

胴部一部
残存

貼床中 E区 SI-92 
貼床中一括

益子産

142 22 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［3.8］

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 7.5Y6/1 
灰

砂粒多量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

胴部一部
残存

覆土中 E区 SI-92 
北西部

益子産

142 23 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［7.3］

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 10YR6/3 
にぶい黄橙

砂粒少量、黒
色粒子微量、

やや
不良

胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

胴部一部
残存

覆土中 E区 SI-92 
北西部

益子産

142 24 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［6.8］

外面 10YR6/2 
灰黄褐 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒多量、礫・
黒色粒子少量

良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

胴部一部
残存

覆土中 E区 SI-92 
南東部

益子産

142 25 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.1］

外面 2.5Y7/2 
灰黄 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 当具痕

胴部一部
残存

覆土中 E区 SI-92 
北西部

産地不明

142 26 須恵器 
甑

口径（28.6） 
底径　- 
器高［22.6］

外面 2.5Y6/1 
黄灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒・礫少量、
白雲母多量

やや
不良

胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

口縁部
1/3、胴
部 1/8 残
存

カマド
③内

E区 SI-92 
No.5 カマド
3・南東部・
煙道内

新治産

142 27 男瓦

厚　1.9 
重　160.67

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR6/6 
橙

砂粒多量、礫
微量

良好 凸面 タテヘラケズリ 
凹面 布目痕、指ナデ 
側面 ヘラケズリ、面取

一部残存 床上約
32㎝

E区 SI-92 
No.5

142 28 女瓦か
厚　1.8 
重　66.73

2.5Y5/2 
暗黄灰

砂粒微量 良好 凸面 平行タタキ 
凹面 ナデ 
端面 ヘラケズリ、面取

一部残存 床上約
9㎝

E区 SI-92 
No.12

142 29 石
（用途不明）

長　21.6 
幅　16.8 
厚　6.2 
重　3478.2

砂岩 ほぼ完存 床面直
上

E区 SI-92 
No.4

142 30 カマド
構築材か

長　12.1 
幅　9.1 
厚　7.7 
重　860.59

安山岩 被熱か 一部残存 床面直
上

E区 SI-92 
No.8

石皿兼凹石
転用

143 31 鉄製品 
不明

長［5.36］ 
幅　0.61 
厚　0.60 
重　6.55

一部残存 床上約
3㎝

E区 SI-92 
No.1

143 32 鉄製品 
不明

長［28.60］ 
幅　0.91 
厚　0.61 
重　59.39

一部欠損
か

床上約
6㎝

E区 SI-92 
No.1
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̚区 SI-128（第 145 図、58・85 表、図版二四 ・ 三八 ・ 一二四 ・ 一四九）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AO-51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-44、SK-80 と重複し、本遺構が

古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西 2.46m、南北 3.0m以上の長方形で、壁は残存状況の良い部分で 16㎝ほどで

ある。　ओ࣠ํ　Ｎ -21° - Ｅ　෴　ローム粒子や焼土粒子を多く含む黒褐色土とロームを多く含む暗褐

色土が堆積しており、自然堆積とみられる。　চ໘　凹凸が認められた。貼床や硬化面は確認されていない。

　ப݀ɾΧϚυ　確認できなかった。　ग़Ҩ　土師器の坏１点、高台付坏２点、埦 1点、須恵器の坏３点、

鉄製品１点を図示した。このほか、土師器坏３点 5.52g、甕 17 点 166.01g、須恵器坏 16 点 128.98 ｇが出

土している。　９　ظ࣌世紀前葉か。

1

2

調査区外

SI-115

1
2

A A'

A A'

4*����
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5
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3
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

144 1 須恵器 
坏

口径（14.2） 
底径　- 
器高［2.9］

10YR7/3 
にぶい黄橙

砂粒少量 不良 ロクロ目顕著 口縁部
1/6 残存

覆土中 E区 SI-115 益子産

144 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.6） 
器高［2.0］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒少量 良好 体～底部
1/8 残存

覆土中 E区 SI-115 益子産

\-—□□,-- こニロニ：
\ — 
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２　۷ཱப建物跡

　台地上に東西棟 1棟、南北棟３棟が確認されている。遺構確認時、掘立柱建物と認識できず、調査段階で

判明したものもあり、土層断面等の記録が不十分なものもある。

̚区 S#-69（第 146 図、第 86・87 表、図版三八 ・ 三九）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる AK-49・50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。本遺構自体は同一地点

において一度建て替えを行っている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、10基の柱穴で構成される南

北棟の側柱建物跡である。桁行 6.8 ｍ、梁行 4.8 ｍ、平面積 32.64 ㎡である。柱間距離は桁行、梁行ともに 2.0

ｍ～ 2.3 ｍである。　ओ࣠ํ　桁行の示す軸方向はＮ -13° - Ｗ　෴　柱痕跡（３・５層）と新掘方埋土

（２・６・８・９層）・古掘方埋土（１・４・７層）に分別される。　ப݀　柱穴掘方の形状は長方形である。

長さ 100 ～ 130 ㎝、深さ 15～ 50 ㎝ほどである。P3以外の柱穴から柱痕跡が確認されており、平面形は円

形で直径 24～ 36 ㎝ほどである。　ग़Ҩ　土師器坏１点と須恵器の坏１点、甕１点を図示した。このほ

かに土師器坏１点 2.73 ｇ、須恵器蓋１点 21.77 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

第 8�ද　&۠ 4*�128 ग़Ҩ؍ද

第 8�ද　۠̚�۷ཱபݐܭଌද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

145 1 土師器 
坏

口径　- 
底径（5.2） 
器高［1.2］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒微量、赤
色粒子若干

良好 底部下端 ヘラケズリ 
内面 ヘラケズリ

底部 1/2
残存

覆土中 E区 SI-128 
北部

145 2 須恵器 
坏

口径（15.3） 
底径　- 
器高［3.5］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒多量 良好 内面 黒色処理 ロクロナデ 
底部 回転ヘラケズリ

口縁部
1/12 残
存

覆土中 E区 SI-128 
南部

産地不明

145 3 須恵器 
坏

口径（16.5） 
底径　- 
器高［3.7］

2.5Y7/2 
灰黄

砂粒多量、赤
色粒子若干

やや
不良

ロクロナデ 口縁部
1/6 残存

床上約
7㎝

E区 SI-128 
No.7

益子産

145 4 須恵器 
坏

口径　- 
底径（5.4） 
器高［1.5］

2.5Y5/2 
暗黄灰

砂粒少量 良好 体部下端 回転ヘラケズ
リ

底部 1/4
残存

覆土中 E区 SI-128 
北部

益子産

145 5 土師器 
高台付坏

口径（9.7） 
底径（5.4） 
器高　3.6

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 5GY3/2 
暗オリーブ灰

砂粒微量、白
雲母少量

良好 内面 黒色処理 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り
高台貼付

1/2 残存 床上約
8㎝

E区 SI-128 
No.2

145 6 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.4 
器高　2.0

外面 10YR7/3 
にぶい黄橙 
内面 2.5GY2/1 
黒

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 ロクロナデ 
底部 糸切り後ナデ消し

底部完存 床上約
12㎝

E区 SI-128 
No.3

145 7 土師器 
埦

口径（14.3） 
底径　- 
器高［4.5］

外面 10YR7/3 
にぶい黄橙 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒少量、黒
色粒子若干

良好 内面 黒色処理 ヘラミガキ 口縁部
1/12 残
存

覆土中 E区 SI-128 
北部

145 8 鉄製品 
刀子

長［14.24］ 
幅　1.48 
厚　0.52 
重　18.45

茎はねじられている ほぼ完存
か

床上約
10㎝

E区 SI-128 
No.1

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸
（m）

短軸
（m）

深さ 
（m） ピット 出土 

遺物 重複関係

SB-69 SB-69 AK-49･50 N-13° -W 南北棟 6.80 4.80 0.15 ～ 0.5 10 有

SB-139 - AN･AO-49･50 N-5° -E 東西棟 6.40 4.00 0.4 ～ 0.6 10 有
SD-1・3、SK-141・154 より
古　SK-159 より新
P-70・71 と重複

SB-183 - AM-49･50 N-2° -E 南北棟 7.10 4.60 0.2 ～ 0.6 10 有
SK-19 より古
SI-4・9・12・15、SK-19・
40・166・167、P-23 と重複

SB-185 - AP-51･52 N-2° -E 南北棟 6.30 3.80 0.56 ～ 0.85 10 有 SK-155 と重複
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

146 1 土師器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［1.4］

外面 5YR4/4 
にぶい赤褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

金雲母少量、
赤色粒子若干

良好 ロクロナデ 
内面 ナデ
底部 ヘラケズリ

底部 1/4
残存

覆土中 E区 SB-69 
No.1

茨城産

146 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径　6.8 
器高［1.7］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR7/6 
橙

砂粒・礫少量 良好 ロクロナデ 
底部 糸切り

底部完存 覆土上
層

E区 SB-69 
No.2

益子産

146 3 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.0］

5Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 胴部外面 平行タタキ 胴部一部
残存

覆土上
層

E区 SB-69 
No.3

産地不明

／
り
よ
|

¥=  

-̀= 
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̚区 S#-139（第 147 図、第 86・88 表、図版三九 ・ 四ʓ ・ 一二四）　　　

　Ґஔ　調査区中央にあたる AN・AO-49・50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD- １・３、SK-141・154

より古く、SK-159 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、10基の柱穴で構成される。東西

棟の側柱建物跡で、桁行 6.4 ｍ、梁行 4.0 ｍ、平面積 26.4 ㎡である。柱間距離は桁行、梁行ともに 2.1 ～ 2.3

ｍである。　ओ࣠ํ　桁行の示す軸方向はＮ - ５° - Ｅ　ப݀　柱穴掘方の形状は隅丸長方形基調である。

一辺 0.8 ～ 1.1 ｍ、深さ 40 ～ 60 ㎝ほどである。　෴　断面図の記録を示せないが、柱痕跡（黒褐色土）

と柱穴掘方埋土（灰褐色土）に分別される。　ग़Ҩ　須恵器坏１点、高台付坏１点を図示した。このほ

かに土師器坏８点 63.50 ｇ、高台付坏２点 21.30 ｇ、甑１点 21.70 ｇ、甕 22点 132.57 ｇ、須恵器坏 13点

57.38 ｇ、蓋２点 7.88 ｇ、甕３点 39.22 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀前葉か。

1
2

SK-154

SK-141

SK-154

SD-1SD-3

SK-159

P1 P2 P3 P4

P5

P6P7P8P9

P10

P1 P2 P3

P4
P5

P6P7P8

P1

P9

P9
P10

SD
-3

SD
-1

P4

P6

SD-3
SD-1

SK-141

P-70
P-71

P-197

P-198

SK-154
SK-159

SB-139

B B'

AA'

C
C'

D
D'

AA'

C
C'

B
B'

D
D'

� ��DN�ɿ�

� �N�ɿ��
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

147 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.5） 
器高［1.9］

外面 10YR3/1 
黒褐 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、礫
若干

良好 刻書あり「－」 ヘラの木目が顕著 底部 1/4
残存

P4内 E区 SB-139 
P4

益子産

147 2 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（8.2） 
器高［2.2］

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒少量、黒
色粒子微量

良好 刻書あり「大」
か

底部一部
残存、高
台部欠損

P2内 E区 SB-139 
P2

益子産

］ ＿． 

一＼叶 ノ
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̚区 S#-183（第 148 図、第 86・89 表、図版四ʓ ・ 四一）

　Ґஔ　調査区中央にあたる AM-49・50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ４・９・12・15、SK-19・

40・166・167、P-23 と重複しており、SK-19 より古く、他との新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　桁行３間、梁行２間、10基の柱穴で構成される。南北棟の側柱建物跡で、桁行 7.1 ｍ、梁行 4.6 ｍ、平面

積 32.66 ㎡である。柱間距離は桁行、梁行ともに 2.0 ～ 2.5 ｍで、ややばらつきがある。　ओ࣠ํ　桁行

の示す方向はＮ - ２° - Ｅ　　෴　断面図の記録を示せないが、柱痕跡（黒褐色土）、柱穴掘方埋土（暗灰

褐色土・暗褐色土）に分別される。　ப݀　柱穴掘方の形状は不整長方形または楕円形である。長軸 0.6 ～ 1.2

ｍ、深さ 20～ 60 ㎝ほどである。　ग़Ҩ　土師器の鉢１点、須恵器の坏１点、甕１点、陶器壺１点を図

示した。このほかに土師器坏３点 21.28 ｇ、甕 14点 93.98 ｇ、須恵器坏７点 40.63 ｇ、甕１点 18.97 ｇが

出土している。　９　ظ࣌世紀後半～ 10世紀後半の間。

P1 P2
P3

P4

P5

P6

P7
P8

P9

P10

P1 P2

P2

P3

P3
P4

P5

P6

P6

P7P8

P1
P8

P9
P10

1 2 3 4

SK-19

SB-183

SI-12

SI-15

P-23

SK-167

SK-40

SK-166

SI-9
P-202

SI-4

SK-19

EE'

AA'

B B'

C
C'

D
D'

AA'

B B'

C
C'

D
D'

EE'
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1 2 3

P1 P2 P3

P4

P5

P6P7P8

P9

P10

P1 P2 P3

P3
P4

P5

P6

P6

P7P8

P1
P8

P9
P10

P5P9

P10 P4

SK-155

SB-185

トレンチ

B B'

F F'

D
D'

AA'

EE'

C
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EE'

B B'

F
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D
D'
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̚区 S#-185（第 149 図、第 86・90 表、図版四ʓ ・ 一四九）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AP-51・52 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-155 と重複しているが、

新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　桁行３間、梁行２間、10基の柱穴で構成される南北棟の側柱建

物跡で、桁行 6.3 ｍ、梁行 3.8 ｍ、平面積 23.94 ㎡である。柱間距離は桁行では 1.8 ～ 2.2 ｍとばらつきが

ある。　ओ࣠ํ　桁行が示す方位はＮ - ２° - Ｅ　෴　断面図の記録を示せないが、抜き取り痕跡（暗褐

色土・暗茶褐色土）と柱穴掘方埋土（黄褐色土・暗褐色土）に分別される。　ப݀　柱穴掘方の形状は不整

な楕円形となっている。長軸 1.1 ～ 1.5 ｍ、深さ 56～ 85 ㎝ほどである。柱痕のあたりや柱穴掘方の様相な

どから同一地点において建て替えを行ったものとみられる。柱痕跡は P3で確認され、直径 25㎝ほどである。

　ग़Ҩ　須恵器坏２点、銅銭１点を図示した。このほかに土師器坏 10点 37.57 ｇ、高台付坏１点 12.34

ｇ、甕 14 点 132.53 ｇ、須恵器坏９点 56.21 ｇ、蓋２点 10.36 ｇ、鉢１点 20.21 ｇ、壺２点 91.76g、甕７

点 212.70g、瓦１点 23.59 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉か。

第 8�ද　&۠ 4#�18� ग़Ҩ؍ද

第 �0ද　&۠ 4#�18� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

149 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.1） 
器高［1.5］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・黒色粒
子微量、礫若
干

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 底部 1/6
残存

覆土中 E区 SB-185 
フク土一括

益子産

149 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.8） 
器高［1.5］

10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、礫
微量

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 底部 1/4
残存

覆土中 E区 SB-185 
フク土一括

益子産

149 3 銅製品
銅銭

径　0.78
厚　0.10
重　2.79

ほぼ完存 P7内 E区 SB-185 
P7

元祐通宝

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

148 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［2.3］

7.5Y4/1 
灰

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

体～底部
一部残存

覆土中 E区 SK-14 
一括

148 2 土師器 
鉢

口径（18.0） 
底径　- 
器高［4.4］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒・礫・白
色粒子微量

良好 内面 黒色処
理

外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
1/12 残
存

覆土中 E区 SK-20 
フク土一括

148 3 陶器 
壺

口径　- 
底径　-  
器高［4.5］

内面 10YR7/1 
灰白 
釉 5Y6/2 
灰オリーブ

礫微量、黒色
粒子若干

良好 灰釉 頸～体部
一部残存

覆土中 E区 SK-8 猿投産か

148 4 須恵器 
甕か

口径　- 
底径　- 
器高［4.1］

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 7.5YR5/2 
灰褐

砂粒・礫少量 良好 胴部外面 平行タタキか 胴部一部
残存

覆土中 E区 SK-20 
一括

産地不明
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̚区 SA-186（第 150 図、第 91表）

　Ґஔ　調査区北西部にあたる AM-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ９より新しい。SD- ３と並行す

る。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　３基の柱穴が約 2.4 ｍの長さで、東西方向に直線的に並んでいる。P1・P2は楕円形、

P3は円形で、長軸 28～ 32㎝ほどで、深さは９～ 21㎝、柱間距離は P1-P2 間で約 1.0 ｍ、P2-P3 間で約 1.5

ｍとなっている。　ओ࣠ํ　Ｎ -59° - Ｗ。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

４　溝

　台地上を弧を描きながら南東から北西に延びる２条の溝が確認された。

３　柵列

　台地上に１列が確認されている。

SA-186

P1 P2 P3A A'

A A'
� �N�ɿ��
-������N

第 1�0 図　&۠�4"�18� Ҩ࣮ߏଌ図

第 �2ද　&۠ܭߔଌද

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m）

幅 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SD-1 SD-70
AL-48、AM-
48･49、AN-49、
AO-49 ～ 52

N-45° -W 弧状 55前後 0.22 ～ 1.17 0.16 ～ 0.3 U 字 ･逆台形 有 SI-9･68･75･76、SB-139、SK-
2･83･124 より新

SD-3 SD-71

AL-48、AM-
48･49、AN-
49･50、AO-50 ～

52

N-45° -W 弧状 55前後 0.4 ～ 1.02 0.04 ～ 0.3 U 字 ･逆台形 有
SI-9･68･76、SB-139、SK-
2･5･82･83･93･127、P-71 より
新

第 �1ද　&۠ 4"�18� ଌදܭ

遺構番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SA-186 P1 AM-49 N-59° -W 楕円形 0.32 028 0.09 逆台形 無 SI-9 より新

SA-186 P2 AM-49 N-59° -W 楕円形 0.32 0.26 0.10 逆台形 無 SI-9 より新

SA-186 P3 AM-49 N-59° -W 円形 0.28 0.27 0.21 逆台形 無 SI-9 より新

＼ 
-- ~ ◎・-
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SI-9

SK-93

SI-68

SI-76

SK-127
SK-124
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SK-154

SK-159

P-197
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SI-
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SK-6
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SD-3 SD-1

SD-3

SD-3

SD-3 SD-1

SD-3
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1
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SI-68

SK-93

SI-75
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SI-9
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SI-68
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第３章　小泉分校裏遺跡

̚区 SD- １（第 151・152 図、第 92・93 表、図版一二四）

　Ґஔ　調査区を SD-3 と並行し、南北に弧状に縦断するかたちで、AL-48 AM-48・49、AN-49・AO-49 ～

52 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ９・68・75・76、SB-139、SK- ２・５・83・124・127、P-161

と重複しており、いずれの遺構より新しい。SD- ３とは同時期と考えられる。SD-3 との内法は約 60 ～ 100

㎝である。現在の道路下、ほぼ同じ位置にあり、道路の側溝と判断される。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　調査区北部

の AL-48 グリッドから、南端の AO-52 グリッドまで約 55ｍを南北に延びている。幅は地点によって異なり

最小で 0.22m、最大で 1.17mほどとなっている。溝の幅が長い部分は AL-48 付近である。深さは 16 ～ 30

㎝ほどと浅い。　ओ࣠ํ　おおむねＮ -45° - Ｗ　෴　1層である。ロームや焼土粒子を含んだ暗灰褐

色土で、自然堆積と考えられる。　ఈ໘　底面は若干の凹凸がみられる。壁は浅いＵ字状に、底面より緩や

かに立ち上がっている。　ग़Ҩ　須恵器坏１点とかわらけ１点を図示した。このほかに土師器坏 22 点

145.68 ｇ、高台付坏１点 16.13 ｇ、甕 80 点 698.48g、須恵器坏 50 点 347.95 ｇ、蓋７点 60.43 ｇ、壺５

点 128.14 ｇ、甕 36点 991.20 ｇ、陶器１点 2.67g、瓦 12点 1058.37 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SD- ３（第 151・152 図、第 92・93 表、図版四二）

　Ґஔ　調査区を SD- １と並行し、南北に弧状に縦断するかたちで、AL-48 AM-48・49、AN-49・AO-50 ～

52 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ９・68・76、SB-139、SK- ２・５・82・83・93・127、P-70・

71・161・197・198 と重複しており、いずれの遺構より新しい。SD-1 とは同時期と考えられる。　ฏ໘ܗ

ঢ়ɾن　調査区北部の AL-48 グリッドから、南端の AO-52 グリッドまで約 55ｍを南北に延びている。幅

は地点によって異なり最小で0.4m、最大で1.02mほどとなっている。溝の幅が長い部分はAO-50付近である。

深さは４～ 30㎝ほどと浅い。　ओ࣠ํ　おおむねＮ -45° - Ｗ　෴　1層である。ロームや焼土粒子を

含んだ暗灰褐色土で、自然堆積と考えられる。　ఈ໘　若干の凹凸がみられる。壁は浅いＵ字状に、底面よ

り緩やかに立ち上がっている。　ग़Ҩ　土師器坏１点を図示した。１はロクロ整形で、内面に黒色処理

が施され、側面に墨書が確認される。このほかに土師器坏 11点 45.31 ｇ、高台付坏６点 67.84 ｇ、甕 40点

420.79g、須恵器坏 12 点 72.91 ｇ、鉢１点 13.45 ｇ、甕５点 149.33 ｇ、陶器１点 5.33g、瓦２点 120.95

ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

1 2 3

SD-1 SD-3

� ��DN�ɿ�

第 1�2 図　&۠ 4%�1ɾ4%�� ग़Ҩ࣮ଌ図

第 ��ද　&۠ 4%�1ɾ�ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

152 1 かわらけ
口径（9.2） 
底径（6.2） 
器高　1.3

7.5YR6/6 
橙

砂粒多量、黒
雲母微量

良好 ロクロナデ 
底部 糸切り

口縁～底部
1/4 残存

覆土中 E区 SD-1

152 2 須恵器 
坏

口径（12.0） 
底径　6.2 
器高　4.1

2.5Y7/2 
灰黄

砂粒・礫少量 良好 体～底部外
面 黒斑

ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁部 1/8
残存、底部
完存

覆土中 E区 SD-1 益子産

152 3 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［3.5］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 2.5Y2/1 
黒

砂粒少量 良好 内面 黒色処
理
墨書あり

ロクロナデ 
体部内面 ヘラミガキ 
底部下端 ヘラケズリ

体部一部残
存

覆土中 E区 SD-3 
フク土一括

”
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５　ԁܗ༗ஈ遺ߏ

 　調査区の D区寄りに、３基の円形有段遺構がほぼ等間隔で L字状に配置されている。

̚区 SK- ２（第 153~156 図、第 94・95 表、図版四二 ･四三 ･一二四ʙ一二六）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AL-48 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD- １・３より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　円形で、直径約ن 3.6m、深さ 2.16mである。　෴　12層に分層した。10・11 層は埋め戻しである。

11層はロームが多く含まれる。６層は炭化物と焼土がブロック状、8層は焼土（焼けたローム）が主体で、

遺物が多く含まれる。12層は黒褐色土で埋まっている。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られている。中央部に長

軸 88㎝、短軸 77㎝の長方形のピットを持つ。その周辺には材木を渡したと考えられる長さ６～ 46㎝、幅

8～ 16 ㎝、深さ５～ 20㎝ほどの掘り込みが両側に確認された。掘り込みは重複したものもあり、作り替え

の可能性が高い。　ग़Ҩ　覆土の上から中層かけて遺物が多量に出土した。土師器の坏１点、小形甕１

点、甕２点、須恵器の坏 13点、高台付坏４点、高台付盤３点、蓋２点、香炉１点、硯１点、鉢か甑２点、甑

２点、壺４点、甕１点、粗製土器１点、瓦３点、石１点を図示した。１は内面をミガキと黒色処理が施され、

側面に墨書が逆位で確認された。８の底面には「Z」状の刻書がある。12の坏は割れ口と内面にススが付着し、

燈明具として利用された可能性も指摘できる。14は側面に墨書が確認されている。18は底部に「一」と推

定される刻書が確認されている。22は内面に黒色物が付着する粗製土器で、底部に木葉痕が残る。25の香

炉は獣脚である。26は円面硯で墨堂の一部に窪み（墨池）が確認された。一部に墨痕が確認されている。29

は５孔の甑、30の壺は口縁部を欠き、再利用している痕跡がみられる。31は四耳壺、39はナデにより全体

を平滑にして仕上げる。3ヶ所に直径 5センチ、深さ 1.0 ～ 1.5 ㎝のくぼみがあり、うち１ヶ所には詰めた

粘土が欠けた痕跡がある。全体的にヘラケズリし、側縁には幅 1.3 ～ 1.7 ㎝、高さ３㎜ほどの凸帯をめぐら

せる。一部半円状の剥離痕がみられる。瓦の一部と考えられる。40・41 の瓦は被熱している。42は砂岩で、

用途不明の石である。このほか土師器坏 15 点 80.01 ｇ、甕 2009.35 ｇ、須恵器坏 189 点 1722.73 ｇ、高

台付坏 12点 432.42 ｇ、蓋 26 点 334.33 ｇ、高坏１点 6.03 ｇ、鉢 1点 7.74 ｇ、壺９点 548.50 ｇ、甕 43

点 2233.46 ｇ、陶器２点 4.00 ｇ、瓦 35点 5977.64 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉以前。

̚区 SK-36（第 151・155 図、第 92・94 表、図版四三 ･四四 ･一二六）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AM-50・51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-35 より新しい。　ฏ໘ܗ

ঢ়ɾن　円形で、直径約 3.2m、深さ 1.6m である。　෴　９層に分層した。２～６層は埋め戻し、１・

７・８層は自然堆積である。９層は壁のロームが剥がれて埋没した層である。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作ら

れており、中央部に直径 70 ㎝のピットを持つ。その周辺には材木を渡したと考えられる長さ 10 ～ 20 ㎝、

幅 8～ 18㎝、深さ 10㎝ほどの掘り込みが４か所確認された。壁は底面から丸みを帯びて立ち上がる。　ग़

Ҩ　土師器の坏２点、須恵器の高台付坏１点、高坏１点、蓋１点を図示した。１と２は墨書が確認され、

１は底部内面、２は側面である。このほか、土師器坏 11 点 73.75 ｇ、甕 27 点 378.63 ｇ、須恵器坏８点

第 ��ද　&۠�ԁܗ༗ஈҨܭߏଌද

遺構番号 位置 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-2 AL-48 円形 3.64 3.60 2.16 乳房状 有 SD-1・3より古

SK-36 AM-50･51 円形 3.20 3.16 1.60 乳房状 有 SI-35 より新

SK-83 AO-50･51 円形 4.42 4.20 2.62 乳房状 有 SD-1・3より古
SK-83・123 より新
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

154 1 土師器 
坏

口径（13.8） 
底径（9.8） 
器高　5.9

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 5Y3/1 
オリーブ黒

砂粒少量、赤
色粒子微量

良好 内面 黒色処理 
墨書あり「帀」
か則天文字「天」

ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
体部下端 回転ヘラケズ
リ 
底部 糸切り後ヘラケズ
リ

口縁部一
部、体～
底部 1/3
残存

覆土中
層

E区 SK-2 
No.37

37

38

39

40

41

42

� ��DN�ɿ�
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154 2 須恵器 
坏

口径（13.4） 
底径（7.0） 
器高　4.4

10YR6/4 
にぶい黄橙

砂粒・礫少量 やや
不良

底部 糸切り 口縁～体
部 1/8、
底部 1/2
残存

覆土上
層

E区 SK-2 
上層

益子産

154 3 須恵器 
坏

口径　12.2 
底径　7.4 
器高　3.9

7.5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫
少量

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 完形 覆土上
層

E区 SK-2 
No.22

益子産

154 4 須恵器 
坏

口径　13.6 
底径　7.7 
器高　4.0

7.5Y5/1 
灰

砂粒多量、礫
微量

良好
　

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～体
部 1/3 残
存、底部
完存

覆土中
層

E区 SK-2 
No.50

益子産

154 5 須恵器 
坏

口径　13.0 
底径　8.3 
器高　4.1

外面 5Y5/1 
灰 
内面 5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒多量、礫
少量、黒色粒
子若干

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部
5/8、体部
3/4 残存、
底部完存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.23

益子産

154 6 須恵器 
坏

口径　13.4 
底径　7.5 
器高　4.4

外面 10YR5/1 
褐灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒多量、礫
少量

やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～体
部 1/2 残
存、底部
ほぼ完存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.5・7・
上層

益子産

154 7 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径　8.7 
器高　3.8

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒多量 やや
不良

底部 ヘラ切り後ナデ 1/2 残存 覆土上
層

E区 SK-2 
No.62・南
区・フク土
一括

益子産

154 8 須恵器 
坏

口径（14.1） 
底径　6.6 
器高　4.0

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒・礫多量 良好 刻書あり「Ｚ」
か

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～体部
上位 1/8、
体部下位
1/4 残存、
底部完存

覆土上
層

E区 SK-2 
南区上層

益子産

154 9 須恵器 
坏

口径　12.8 
底径　7.4 
器高　4.4

外面 5Y5/1 
灰 
内面 5Y6/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 外面 スス付着 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部
1/4 欠損、
体～底部
完存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.33

益子産

154 10 須恵器 
坏

口径　12.7 
底径　7.3 
器高　4.3

10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒多量、礫
少量、黒色粒
子微量

良好 外面 スス付着 底部 ヘラ切り後ナデ 完形 覆土上
層

E区 SK-2 
No.34

益子産か

154 11 須恵器 
坏

口径　14.0 
底径　6.7 
器高　4.7

外面 5Y6/1 
灰 
内面 2.5Y6/3 
にぶい黄

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 ヘラ切り後手持ち
ヘラケズリ

完形 覆土上
層

E区 SK-2 
No.1

堀ノ内産

154 12 須恵器 
坏

口径（14.4） 
底径　7.0 
器高　5.1

外面 5Y4/1 
灰 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒多量 良好 割れ口と内面に
スス付着

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁～体
部 1/3、
底部 1/2
残存

覆土上
層

E区 SK-2 
D

益子産

154 13 須恵器 
坏

口径（13.7） 
底径　6.8 
器高　4.2

外面 5YR5/8 
明赤褐 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫多量 やや
不良

底部 ヘラ切り後ナデ 口縁～体
部上位
1/6、体部
下位～底
部 1/2 残
存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.12

益子産

154 14 須恵器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［4.2］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量 良好 墨書あり「田」
か

ロクロ目顕著 口縁部一
部残存

覆土上
層

E区 SK-2 
南区上層

益子産

154 15 須恵器 
高台付坏

口径（12.4） 
底径　8.0 
器高　5.6

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量、礫
少量

良好 底部 回転ヘラケズリ　
高台貼付

口縁～体
部 1/6、
坏底部
3/4 残存、
高台部完
存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.42

益子産

154 16 須恵器 
高台付坏

口径（12.2） 
底径（8.6） 
器高　5.4

外面 N5/0 
灰 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒多量、黒
色粒子少量、
礫微量

良好 底部 回転ヘラケズリ　
高台貼付

口縁～体
部 1/3、底
～高台部
3/8 残存

覆土中
層

E区 SK-2 
No.59

益子産

154 17 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　6.8 
器高［3.4］

2.5Y4/1 
黄灰

砂粒多量、礫
微量

良好 ロクロ目顕著　　　　
高台貼付

坏体部下
位 1/4 残
存、底～高
台部完存

覆土中
層

E区 SK-2 
No.58

益子産

154 18 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（6.2） 
器高［3.0］

5Y5/2 
灰オリーブ

砂粒・礫少量 良好 刻書あり「－」
か

底部 ヘラケズリ　　　
高台貼付

1/4 残存 覆土上
層

E区 SK-2 
No.15

益子産

154 19 須恵器 
盤

口径　18.8 
底径　11.3 
器高　4.0

5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫・
黒色粒子微量

良好 ひび割れあり 底部 ヘラケズリ　　　
高台貼付

口縁部
1/3 残存、
底～高台
部完存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.11

益子産

154 20 須恵器 
盤

口径（15.0） 
底径　10.6 
器高　3.3

外面 5Y4/1 
灰 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒多量、黒
色粒子少量、
礫微量

良好 底部 ヘラケズリ　　　
高台貼付

口縁部一
部、底部
3/4 残存、
高台部完存

覆土中 E区 SK-2 益子産

154 21 須恵器 
盤

口径　- 
底径（11.6） 
器高［1.9］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 7.5Y4/1 
灰

砂粒・礫少量、
黒色粒子微量

良好 刻書あり「栗」 底部 ヘラケズリ　　　
高台貼付

坏底部～
高台部一
部残存

覆土中 E区 SK-2 
一括

益子産

154 22 粗製土器
坏

口径　8.4 
底径　5.3 
器高　4.6

外面 10YR4/4 
褐 
内面 10YR2/1 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 
炭化物付着

口縁部外面～内面 ヨコ
ナデ 
体部外面 ナデ・指オサ
エ 
底部 木葉痕

完形 覆土上
層

E区 SK-2 
No.21
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154 23 須恵器 
蓋

口径　- 
底径　- 
器高［2.5］ 
最大径（11.0）

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 上端 回転ヘラケズリ つまみ完
存、天井
部 1/4 残
存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.24

益子産

154 24 須恵器 
蓋

口径　- 
底径　- 
器高［2.5］ 
最大径（11.2）

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量、礫
少量

良好 上端 回転ヘラケズリ つまみ完
存、天井
部 1/4 残
存

覆土上
層

E区 SK-2 益子産

154 25 須恵器 
香炉

口径（18.1） 
底径　- 
器高　8.7

外面 5Y4/1 
灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、礫
若干

良好 獣脚
底部 ヘラ切り後ナデ
脚部ナデ

口縁部一
部、体～底
部1/3残
存、脚部
一脚完存、
一脚欠損

覆土上
層

E区 SK-2 
No.26

益子産

155 26 須恵器 
円面硯

口径　- 
底径　- 
器高［5.2］

外面 5Y5/1 
灰 
内面 5Y3/1 
オリーブ黒

砂粒多量 良好 自然釉付着
内外面 硯面
墨痕あり

墨池あり 硯面 3/4
残存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.15

益子産

155 27 須恵器 
鉢か甑

口径（30.0） 
底径　- 
器高［8.2］

外面 7.5Y7/1 
灰白 
内面 2.5Y7/3 
浅黄

砂粒・礫微量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ

口縁部
1/6 残存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.17

産地不明

155 28 須恵器 
甑

口径（30.6） 
底径（16.0） 
器高　27.2

外面 5Y6/1 
灰 
内面 5Y6/2 
灰オリーブ

砂粒多量、礫
少量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 平行タタキ 
内面 ナデ 
下端 手持ちヘラケズリ

口縁～胴
部 1/4 残
存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.35

益子産

155 29 須恵器 
甑

口径　- 
底径（14.8） 
器高［6.8］

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・礫少量 良好 胴部 ナデ・ケズリ 
5 孔

底部 1/2
残存

覆土中
層

E区 SK-2 
No.51

益子産か

155 30 須恵器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［11.2］

外面 5Y6/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量、礫
微量

良好 内面 ロクロ目顕著 頸部ほぼ
完存（口
縁部欠損）

覆土中
層

E区 SK-2 
No.27

益子産　
　再利用
か

155 31 須恵器 
四耳壺

口径　- 
底径　- 
器高［6.1］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y6/1 
黃灰

砂粒・白色粒
子・透明粒子
少量

良好 ロクロ目顕著 
体部外面 平行タタキ　
内面 ナデ 
耳一部貼付

体部一部
残存

覆土上
層

E区 SK-2 県外産

155 32 須恵器 
壺

口径　- 
底径（14.0） 
器高［5.7］ 
最大径（19.2）

外面 N5/0 
灰 
内面 7.5Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 胴部下端 回転ヘラケズ
リ

底部 1/6
残存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.61

益子産

155 33 須恵器 
壺

口径　- 
底径（11.7） 
器高［11.3］ 
最大径（21.2）

外面 N6/0 
灰 
内面 2.5YR5/1 
黄灰

砂粒・礫・黒
色粒子少量

良好 胴部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 ヘラケズリ

胴下半～
底部 1/4
残存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.32

産地不明

155 34 土師器 
甕

口径（21.1） 
底径　- 
器高［18.6］

7.5YR7/4 
にぶい橙

砂粒・礫微量、
赤色粒子若干

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ 
内面 ナデ
紐積痕あり

1/2 残存 覆土中
層

E区 SK-2 
No.4・30・
33・上層・
一括

155 35 土師器 
小形甕

口径（10.0） 
底径　5.8 
器高　9.0

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 2.5Y3/2 
黒褐

砂粒・礫・金
雲母多量

やや
不良

黒化し荒れてい
る

外面 不明瞭 
内面 ナデか

口縁部
1/6、体部
上位 1/4、
体部下位
3/4 残存、
底部完存

覆土中
層

E区 SK-2 
No.48・
49・上層

155 36 土師器 
甕

口径　- 
底径　8.0 
器高［7.1］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫・金
雲母多量

良好 胴部外面 ナデ 
内面 ナデ 
底部 木葉痕

胴部下半
1/2、底部
2/3 残存

覆土中 E区 SK-2

156 37 須恵器 
甕

口径　- 
底径（16.0） 
器高［1.2］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 10YR5/1 
褐灰

砂粒少量、白
雲母微量

良好 底部外面 ヘラケズリ 
内面 指頭痕あり

底部 1/3
残存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.6

新治産

156 38 須恵器 
鉢か甑

口径（29.4） 
底径　- 
器高［5.9］

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒多量 良好 胴部外面 平行タタキ 口縁部
1/12 残存

覆土上
層

E区 SK-2 
No.19

益子産

156 39 鬼瓦か

厚　3.8 
重　972.47

2.5Y8/2 
灰白

砂粒・礫少量 やや
不良

表面ナデ 円形のくぼみ
３ヶ所残存
裏面ヘラケズリ 側縁部
に凸帯あり
側面ヘラケズリ

一部残存 覆土上
層

E区 SK-2 
No.6

156 40 女瓦
厚　2.5 
重　1168.04

7.5Y5/1 
灰

砂粒多量、礫
少量

良好 凸面 縄タタキ（短縄） 
凹面 布目痕・糸切痕 
側面 ヘラケズリ・面取

一部残存 覆土中 E区 SK-2 
No.10・55

156 41 女瓦

厚　2.3 
重　620.50

5YR5/6 
明赤褐

砂粒多量、礫
少量

良好 被熱 凸面 縄タタキ 
凹面 布目痕・糸切痕 
側面 ヘラケズリ 
端面 ヘラケズリ

一部残存 覆土中 E区 SK-2 
上層・下層
一括

156 42 石
（用途不明）

長　14.6 
幅　15.8 
厚　8.8 
重　2223.4

砂岩 被熱 一部残存 覆土上
層

E区 SK-2 
No.56
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28.24 ｇ、蓋１点 11.47g、甕２点 20.25 ｇ、が出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

̚区 SK-83（第 156・158 図、第 94・97 表、図版四四 ･一二六 ･一二七）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AO-50・51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD- １・３より古く、SK-82・

123 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　やや歪な円形で、長軸 4.42m、短軸 4.20 ｍ、深さ 2.62mと深い。　

෴　２層に分層した。1層は白色粒子や焼土・炭化物を含み、遺物が多く含まれる。上層は固く締まっている。

２層はローム粒子が若干混入する黒褐色土で、一気に埋め戻したと考えられる。　ఈ໘　鹿沼軽石層下のロー

ムまで掘削されている。中央部に長軸 86㎝、78 ㎝の不整な長方形のピットを持つ。ピットの周辺には材木

を渡したと考えられる長さ 10 ～ 36 ㎝、幅９～ 24 ㎝、深さ８～ 28 ㎝ほどの溝状の掘り込みがピットの周

囲に確認された。掘り込みは重複したものもあり、作り替えの可能性が高い。　ग़Ҩ　覆土の上層～中

層に多く出土している。土師器の坏５点、高台付坏１点、甕２点、須恵器の坏９点、高台付坏４点、蓋２点、

鉢１点、壺２点、甕２点、瓶１点、器種不明１点、瓦５点、石３点、焼粘土塊１点を図示した。３～５・10

は墨書、８・13・14・19 は刻書が確認された。31～ 33 は男瓦、34・35 は女瓦で、33は道具瓦かもしれ

ない。36～ 38は砂岩で、36・37は被熱している。39は焼粘土塊で、スサの痕跡が顕著である。このほか、

土師器坏 127 点 890.06 ｇ、高台付坏 7点 274.55 ｇ、鉢７点 236.49 ｇ、甕 301 点 5080.81 ｇ、須恵器坏

202 点 1319.87 ｇ、高台付坏８点 261.62 ｇ、蓋７点 239.04 ｇ、鉢６点 600.94 ｇ、壺５点 74.24 ｇ、甕

63点 3164.79 ｇ、瓦 19点 1961.57 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

1 2 5
3 4

� ��DN�ɿ�

第 1�� 図　&۠ 4,��� ग़Ҩ࣮ଌ図

第 ��ද　&۠ 4,��� ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

157 1 土師器 
坏

口径　- 
底径（6.6） 
器高［1.2］

10YR8/4 
浅黄橙

砂粒少量 良好 底部内面 墨書か 底部外面 ヘラケズリ 
底部内面 ナデ

底部 1/4
残存

覆土下
層

E区 SK-36 
東区下層フ
ク土一括

157 2 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［1.2］

10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 外面 墨書あり 体部一部
残存

覆土中 E区 SK-36 
東区一括

157 3 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　9.8 
器高［3.0］

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰 
釉 10Y2/1 
黒

砂粒多量 良好 高台内側に釉か 一部残存 覆土中 E区 SK-36 
西区一括

益子産

157 4 須恵器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［5.7］

外面 10YR5/1 
褐灰 
内面 2.5Y6/2 
灰黄 
釉 5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫
少量

良好 脚部一部
残存

覆土中 E区 SK-36 
一括

産地不明

157 5 須恵器 
蓋

口径（15.8） 
底径　- 
器高［2.4］

内外面 N5/0 
灰 
釉 10GY2/1 
緑黒

白色粒子・黒
色粒子少量

良好 一部残存 覆土下
層

E区 SK-36 
西区下層・
フク土一括

益子産

t 
＼ ／ こ マ 1ニーー］ ＼ 色三竺土→

、 一心 ザ ぷ
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 備考・備考

158 1 土師器 
坏

口径（13.6） 
底径［7.7］ 
器高　3.8

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR1.7/1 
黒

砂粒・白雲母
少量

良好 内面 黒色処理 口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/8、底部
残存

覆土上
層

E区 SK-83 
No.3

158 2 土師器 
坏

口径（12.8） 
底径（5.0） 
器高　4.5

外面 10YR6/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5GY3/1 
暗緑灰

砂粒・礫少量 良好 内面 黒色処理 口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
内面  ヘラミガキ 
底部下端～底部 手持ち
ヘラケズリ

口縁部
1/8、底部
1/4 残存

覆土中 E区 SK-83 
フク土

158 3 土師器 
坏

口径　14.2 
底径　6.7 
器高［4.0］

外面 7.5YR6/3 
にぶい褐 
内面 5Y2/1 
黒

砂粒・黒雲母
少量

良好 内面 黒色処理 
墨書あり「枅」

口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
内面 ミガキ 
底部 糸切り

ほぼ完形 覆土中 E区 SK-83

158 4 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径（7.0） 
器高［4.0］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒少量 良好 墨書あり 口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 

口縁部一
部、底部
1/4 残存

覆土中 E区 SK-83 
フク土・上
層南側

158 5 土師器 
坏

口径　- 
底径（6.2） 
器高［1.8］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒少量 良好 墨書あり 外面 ロクロナデ
底部外面 回転ヘラケズ
リ
内面 ヘラミガキ

底部一部
残存

覆土中 E区 SK-83 
一括

158 6 須恵器 
坏

口径（12.4） 
底径（6.8）
器高　4.1

10YR6/3 
にぶい黄褐

砂粒少量、礫
多量

やや 
不良

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/4、底部
残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 7 須恵器 
坏

口径（12.6） 
底径（7.0） 
器高　3.7

2.5Y7/2 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/2、底部
残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 8 須恵器 
坏

口径（12.8） 
底径（6.2）
器高［4.5］

外面 10YR7/2 
にぶい黃橙 
内面 2.5Y7/1 
灰白

砂粒・礫少量 良好 底部 刻書か ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
2/3、底部
残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 9 須恵器 
坏

口径（14.0） 
底径（6.7） 
器高　4.3

10YR6/4 
にぶい黃橙

砂粒・礫少量 不良 体部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁～底
部 1/2 残
存

覆土上
層

E区 SK-83 
No.18

益子産

158 10 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（6.8）
器高　5.0

5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫
少量

良好 墨書あり 
体部 内面スス
付着か

ロクロ目顕著 
底部 静止糸切り後ヘラ
ケズリ

口縁部
1/4、底部
残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 11 須恵器 
坏

口径（13.2） 
底径（6.0） 
器高　4.7

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 ナデ

口縁部
1/4、底部
1/2 残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 12 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（6.8） 
器高　4.0

7.5Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部
1/4、底部
1/2 残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 13 須恵器 
坏か

口径　- 
底径　- 
器高［0.6］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒微量 良好 底部外面 刻書
あり「－」

内外面 ナデ 底部一部
残存

覆土中 E区 SK-83 堀ノ内産

158 14 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.4）
器高［1.0］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒少量、赤
色粒子若干

不良 底部 刻書あり
「キ」

底部 ヘラ切り後ナデ 底部 3/4
残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 15 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.7］

外面 10YR5/4 
黄褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒少量、黒
雲母微量

良好 内面 黒色処理
底部内面 籾圧
痕

内面 ヘラミガキ 
底部 ヘラ切り後ナデ　
高台貼付

底部残存 覆土中 E区 SK-83 益子産

158 16 須恵器 
高台付坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［4.7］

2.5Y6/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ　
高台貼付

口縁部
1/8 残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 17 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（9.0） 
器高［4.5］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 5Y6/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ　
高台貼付

底部ほぼ
完形

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 18 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［2.3］

5Y4/1 
灰

砂粒少量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ　
高台貼付

底部 1/2
残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 19 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（6.2） 
器高［2.2］

外面 N4/0 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量 良好 底部 刻書あり
「－」

底部 ナデ　　　　　　
高台貼付

底部完形 覆土上
層

E区 SK-83 
No.4

益子産

158 20 須恵器 
蓋

口径　- 
底径　- 
器高［1.4］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒微量、礫・
白雲母・白色
針状物質若干

良好 天井部一
部残存

覆土中 E区 SK-83 堀ノ内産

158 21 須恵器 
蓋

口径　- 
底径　- 
器高［1.7］

5Y5/1 
灰

砂粒微量、礫・
白雲母・白色
針状物質若干

良好 天井部一
部残存

覆土中 E区 SK-83 堀ノ内産

158 22 須恵器 
鉢

口径（26.8） 
底径　- 
器高［11.8］

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/3 
にぶい黄

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/8 残存

覆土上
層

E区 SK-83 
No.7

益子産

158 23 須恵器 
壺

口径（11.0） 
底径　- 
器高［4.3］

外面 2.5Y7/1 
灰白 
内面 7.5YR5/1 
褐灰

砂粒・礫少量 良好 自然釉付着 口縁部
1/5 残存

覆土中 E区 SK-83 益子産
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６　土坑

　্ʹ 102 基の土坑が確認されている。70基から遺物が出土している。遺構数が多いため、事実記載は

すべての土坑ではなく、遺物が出土している等の特記事項のある土坑のみとし、他は計測表にした。

158 24 須恵器 
壺

口径　- 
底径　-  
器高［4.1］

2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量、礫
少量

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 底部 1/4
残存

覆土中 E区 SK-83 益子産

158 25 土師器 
甕

口径（18.0） 
底径　- 
器高［7.0］

7.5YR6/6 
橙

砂粒微量 良好 口縁部 ナデ 
内面 ナデ 
胴部外面 ナデ

口縁部
1/4 残存

覆土中 E区 SK-83

158 26 土師器 
甕

口径（14.4） 
底径　- 
器高［11.7］

外面 7.5YR6/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫微量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴～底部 ナデ

口縁部
1/4、底部
一部残存

覆土上
層

E区 SK-83 
No.14

158 27 須恵器 
甕

口径（23.8） 
底径　- 
器高［8.6］

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒少量、白
雲母多量

良好 口縁部 ナデ 
胴部外面 平行タタキ
内面 ナデ

口縁部
1/4 残存

覆土中 E区 SK-83 新治産

159 28 須恵器 
横瓶

口径　- 
底径　- 
器高［7.5］

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫
少量、黒色粒
子微量

良好 胴部外面 擬格子タタキ
後カキ目 
内面 ナデ
紐積痕

胴部一部
残存

覆土中 E区 SK-83 産地不明

159 29 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［13.5］

2.5Y5/1 
黃灰

砂粒・礫少量、
白色針状物質
若干

良好 内面 当具痕 頸部 1/8
残存

覆土中 E区 SK-83 南比企産

159 30 須恵器 
器種不明

口径　- 
底径　- 
器高［6.0］ 
厚　0.7

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
外面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒微量、礫
若干

良好 外面 ナデ 
内面 ナデ

体部一部
残存

覆土上
層

E区 SK-83 
フク土上位
南側

産地不明

159 31 男瓦
有段式

厚　3.1 
重　322.09

外面 2.5Y6/3 
にぶい黄 
内面 2.5Y7/3 
浅黄

砂粒少量 やや
不良

凸面 タテヘラケズリ 
凹面 布目痕、糸切痕 
側面 ヘラケズリ

一部残存 覆土中 E区 SK-83

159 32 男瓦
無段式

厚　1.5 
重　268.29

外面 5Y4/1 
灰 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒・礫多量 良好 凸面 タテヘラナデ
凹面 布目痕、糸切痕 
側面 ヘラケズリ、面取

一部残存 覆土中 E区 SK-83

159 33 男瓦

厚　1.9 
重　211.82

外面 5Y6/8 
橙 
内面 5Y6/6 
橙

砂粒少量 良好 凸面 ヘラケズリ 
凹面 布目痕 
端面 広端面ヘラケズリ

一部残存 覆土中 E区 SK-83

159 34 女瓦

厚　1.5
重　57.61

外面 7.5YR4/3
褐
内面 2.5Y5/2
暗灰褐

砂粒・礫少量 やや
不良

凸面 擬格子タタキ
凹面 ケズリ

一部残存 覆土中 E区 SK-83

159 35 女瓦

厚　1.8
重　161.07

外面 2.5Y5/1
黄灰
内面 2.5Y5/2
暗灰黄

砂粒・礫微量 良好 凸面 斜格子タタキ
凹面 布目痕、ケズリ
側面 ケズリ
端面 ケズリ

一部残存 覆土中 E区 SK-83

159 36 石
（用途不明）

長　16.0 
幅　12.8 
厚　7.7 
重　1669.9

砂岩か 被熱か 一部残存 覆土上
層

E区 SK-83 
No.11

159 37 石
（用途不明）

長　9.3 
幅　5.8 
厚　2.6 
重　179.76

砂岩 被熱か 一部残存 覆土上
層

E区 SK-83 
No.5

流れ込み
か磨石

159 38 石
（用途不明）

長　13.4 
幅　10.0 
厚　2.8 
重　557.8

砂岩 完存 覆土上
層

E区 SK-83 
No.6

流れ込み
か磨石

159 39 焼粘土塊

長　7.9 
幅　4.2 
厚　3.4 
重　87.02

10YR5/4 
にぶい黄褐

砂粒・礫少量 良好 スサ痕あり 良好 覆土中 E区 SK-83

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 備考

SK-5 SK-5 AL-48 N-17° -E 長方形 1.36 0.80 0.08 箱形 無 SD-3 より古　SK-6 より新

SK-6 SK-6 AL-48 - 円形 0.94 0.94 0.16 逆台形 有 SK-5 より古

SK-7 SK-7 AL-49 N-42° -W 楕円形 0.84 0.56 0.36 逆台形 有 SI-10 より新

SK-13 SK-13 AM-49 N-49° -W 不整楕円形 1.12 0.88 0.40 逆台形 有 SI-4 より新
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SK-17 SK-17 AM-49･50 N-32° -W 不整長方形 1.16 1.02 0.06 逆台形 無

SK-19 SK-19 AM-49･50 N-9° -W 長方形 3.34 0.60 0.22 箱形 有 SB-183 より新

SK-21 SK-21 AM-50 
AN-50 N-65° -E 方形 1.16 1.12 0.10 逆台形 有

SK-22 SK-22 AM-50 N-12° -E 楕円形 2.34 1.12 0.70 U 字状 無 陥し穴か

SK-24 SK-24 AM-50 N-73° -W 長方形 0.92 0.48 0.04 箱形 有

SK-25 SK-25 AM-49 - 不整円形 0.72 0.72 0.36 逆台形 有

SK-26 SK-26 AL・AM-49 N-30° -E 長方形 1.32 0.78 0.10 逆台形 有

SK-27 SK-27 AM-50 N-12° -E 隅丸長方形 1.28 1.08 0.16 逆台形 有

SK-28 SK-28 AN-50 N-45° -W 楕円形 1.04 0.76 0.10 逆台形 有

SK-30 SK-30 AL-51 
AM-50･51 N-24° -E 隅丸長方形 3.80 0.92 0.22 鍋底状 有 SI-29、SK-31 より新

SK-31 SK-31 AL・AM-51 N-51° -E 楕円形 1.08 0.92 0.36 鍋底状 有 SK-30 より古

SK-32 SK-32 AM-51 不明 円形か 1.04 [0.56] 0.24 逆台形 有

SK-33 SK-33 AM-50 N-51° -W 隅丸長方形 1.12 0.78 0.12 箱形 有

SK-34 SK-34 AM-50 N-13° -W 楕円形 0.98 0.86 0.24 逆台形 有

SK-37 SK-37 AL-49 - 円形 0.96 0.94 0.06 皿状 有

SK-38 SK-38 AL-49 - 円形 0.88 0.86 0.20 逆台形 有

SK-39 SK-39 AL-50 N-60° -W 楕円形 0.60 0.50 0.08 皿状 有

SK-40 SK-40 AM-49 N-45° -E 不整円形 1.12 1.06 0.16 鍋底状 有 SI-15 より新

SK-41 SK-41 AN-50 - 円形 1.04 0.98 0.36 逆台形 有

SK-42 SK-42 AN-51 N-80° -W 楕円形 0.94 0.84 0.10 皿状 無

SK-46 SK-46 AK-50 N-43° -W 楕円形 1.68 1.58 0.16 皿状 有

SK-47 SK-47 AK-49･50 N-60° -W 不整楕円形 1.36 1.24 0.08 皿状 無

SK-50 SK-50 AM-47 - 円形 1.06 1.06 0.30 逆台形 有

SK-52 SK-52 AM・AN-47 - 円形 0.76 0.72 0.38 鍋底状 有

SK-53 SK-53 AN-47 - 円形 0.96 [0.74] 0.16 皿状 有

SK-54 SK-54 AN-48 - 円形 1.08 1.04 0.16 皿状 有

SK-55 SK-55 AN-48 - 円形 0.92 0.88 0.28 鍋底状 有

SK-56 SK-56 AM-48 N-13° -W 楕円形 1.12 1.02 0.50 逆台形 有

SK-57 SK-57 AM-48 N-20° -W 楕円形 0.76 0.72 0.16 逆台形 有 P-180 と重複

SK-58 SK-58 AM-48 N-0° 円形 0.96 0.96 0.06 皿状 有

SK-59 SK-59 AN-51 - 不整楕円形 1.48 1.00 0.08 皿状 有 SI-43 より古

SK-62 SK-62 AN-48 N-18° -W 楕円形 1.00 0.90 0.16 逆台形 有 SI-61 と重複

SK-65 SK-65 AM-47 N-90° -E 隅丸長方形 0.92 0.56 0.20 有段 無 SI-51 より新

SK-66 SK-66 AO-49 N-20° -E 楕円形 1.68 0.66 0.10 逆台形 有 SI-64 より新

SK-73 SK-73 AN-48 N-80° -E 不整楕円形 1.10 0.96 0.38 逆台形 有 SI-61 より新

SK-79 SK-79 AO-51 - 円形 1.10 1.00 0.20 皿状 有 底面凹凸あり　SI-44 より新

SK-80 SK-80 AN・AO-51 - 円形 0.76 0.70 0.14 皿状 無 底面凹凸あり　　　　　　
SI-44･128 より新

SK-81 SK-81 AN-51 - 円形 0.88 0.80 0.12 皿状 有 底面凹凸あり

SK-82 SK-82 AO-51 N-65° -W 隅丸長方形 1.56 0.64 0.60 逆台形 有

SK-88 SK-88 AO-50･51 - 円形 1.20 1.12 0.28 逆台形 有 SD-3 より古　SK-83 より新
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SK-90 SK-90 AQ-52 N-65° -E 楕円形 1.36 0.96 0.44 逆台形 有

SK-93 SK-93 AN-49 N-32° -W 楕円形 0.52 0.44 0.20 逆台形 有 SD-3 より古

SK-94 SK-94 AR-52 N-0° 楕円形 0.66 [0.54] 0.18 逆台形 無 SI-89 より古

SK-95 SK-95 AR-52 N-33° -E 不整楕円形 1.16 0.90 0.12 皿状 無

SK-96 SK-96 AR-51･52 N-0° 楕円形 1.16 0.88 0.44 有段 有

SK-97 SK-97 AQ-52 
AR-52 - 円形 1.56 1.48 0.26 逆台形 無

SK-98 SK-98 AQ-52 - 円形 0.56 0.52 0.14 逆台形 無 SK-199 より新

SK-99 SK-99 AQ-52 N-30° -E 不整楕円形 0.76 0.64 0.32 逆台形 有

SK-100 SK-100 AQ-52 - 円形 0.68 0.60 0.22 有段 有

SK-102 SK-102 AP-51 N-55° -E 長方形 1.84 0.90 0.08 箱形 無

SK-106 SK-106 AQ-51･52 N-55° -W 楕円形 2.12 1.72 0.68 逆台形 有

SK-107 SK-107 AR-52 N-0° 楕円形 1.10 0.82 0.16 皿状 有 SI-89 より新

SK-109 SK-109 AP-52 N-79° -E 不整楕円形 0.74 0.74 0.40 有段 無

SK-113 SK-113 AR-52 - 円形 1.00 0.94 0.16 皿状 有

SK-114 SK-114 AR-52 - 円形 0.68 0.64 0.36 U 字状 無

SK-116 SK-116 AP-52 - 円形 1.38 1.30 0.42 逆台形 有

SK-120 SK-120 AO-51 
AP-51 N-34° -W 楕円形 0.98 0.86 0.24 逆台形 有

SK-121 SK-121 AR-53 - 円形 0.88 0.80 0.16 皿状 無

SK-122 SK-122 AR-52 N-0° 楕円形 1.08 0.90 0.16 皿状 有

SK-123 SK-123 AO-50 N-75° -W 不整方形か 1.06 [0.80] 0.20 逆台形 有 SK-83 より古

SK-124 SK-124 AO-51 - 円形 1.16 1.12 0.24 逆台形 有 SD-1 より古

SK-125 SK-125 AO-51 N-68° -E 不整方形 1.00 0.88 0.08 皿状 無

SK-126 SK-3 AL-48･49 N-17° -E 長方形 3.80 0.80 0.08 箱形 有 SI-10 より新

SK-127 SK-127 AO-51 - 円形 1.08 1.04 0.16 皿状 有 SD-3 より古

SK-129 SK-129 AP-50･51 - 円形 0.98 0.98 0.62 鍋底状 有 底面凹凸あり

SK-130 P-130 AP-50 N-65°W 楕円形 0.68 0.56 0.24 逆台形 有

SK-135 SK-135 AO-50 N-80° -E 長方形 1.20 0.52 0.20 逆台形 無

SK-136 SK-136 AO-50 N-32° -E 長方形 1.40 0.70 0.16 逆台形 有

SK-137 SK-137 AO-50 N-4° -W 楕円形 1.10 0.94 0.56 逆台形 有

SK-140 SK-140 AN-49･50 N-7° -E 不整楕円形 1.18 1.04 0.16 皿状 有

SK-141 SK-141 AN-49 - 円形 1.20 1.16 0.10 皿状 有 SB-139 より新

SK-143 SK-143 AO-49 - 円形 0.70 0.68 0.32 逆台形 有

SK-144 SK-144 AO-49 - 円形 1.08 1.00 0.26 逆台形 無

SK-145 SK-145 AO-49 - 円形 0.72 0.64 0.10 皿状 有

SK-146 SK-146 AO-51 N-40° -W 楕円形 0.88 0.44 0.08 箱形 無

SK-147 SK-147 AO-51 - 円形 1.22 1.16 0.20 逆台形 有

SK-148 SK-148 AQ-51 N-41° -W 不整形 1.56 1.16 0.44 有段 有

SK-149 SK-149 AP-49･50 - 円形か 0.60 [0.36] 0.48 逆台形 無

SK-150 SK-150 AO-50 N-12° -E 楕円形 1.24 1.08 0.40 逆台形 有

SK-151 SK-151 AO-49 - 円形 1.04 1.00 0.16 有段 有
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̚区 SK- ６（第 160 図、第 98表、図版四四）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AL-48 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK- ５・SD- ３と重複し、本遺構が古

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　円形で、直径 94㎝、深さ 16㎝である。　෴　ロームを多く含む褐色土で埋め戻

されている。　ఈ໘　ローム層中に作られており、凹凸が著しい。壁は斜めに立ち上がる。　ग़Ҩ　土

師器高台付坏１点 2.35 ｇ、甕５点 22.39 ｇ、須恵器の甕５点 25.47 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SK- ７（第 160・168 図、第 98・99 表）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AL-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-10 と重複し、本遺構が新しい。　

ฏ໘ܗঢ়ɾن　楕円形で、長軸 84㎝、短軸 56㎝、深さ 36㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -42° - Ｗ　෴　ロー

ムを含む。自然堆積と考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、凹凸がみられる。壁はほぼ垂直に

立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の高台付坏１点、かわらけ 1点を図示した。１・２ともロクロ整形である。

このほか、土師器坏３点 4.93 ｇ、甕４点 52.22 ｇが出土している。　13　ظ࣌世紀前半以前か。

̚区 SK-13（第 160・168 図、第 98・99 表、図版四五 ・ 一二七）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AM-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ４と重複し、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　不整楕円形で、長軸 112 ㎝、短軸 88㎝、深さ 40㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -49° - Ｗ

　෴　粘土・ロームを含む。自然堆積と考えられる。粘土は固まって出土している。　ఈ໘　ローム層中

に作られており、やや丸みを帯びている。壁は斜めに立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の坏１点、かわらけ

１点を図示した。このほかに土師器甕５点 67.05 ｇが出土している。　13　ظ࣌世紀後半以前か。

SK-152 SK-152 AO-49 - 円形 1.12 1.08 0.18 皿状 有

SK-153 SK-153 AO-49 N-6° -E 楕円形 1.28 1.18 0.18 皿状 有

SK-154 SK-154 AN-50 N-43° -W 隅丸方形 1.08 0.94 0.10 逆台形 有 SB-139 より新

SK-155 SK-155 AP-51 - 円形 0.94 0.92 0.56 逆台形 有

SK-159 SK-159 AN-50 - 円形 0.94 0.86 0.31 U 字状 無 SB-139 より古

SK-160 SK-160 AO-52 N-44° -W 長方形 0.46 0.34 0.08 皿状 無

SK-162 SK-162 AN-51 N-56° -E 楕円形 1.32 0.92 0.34 有段 有 SI-43 より古

SK-164 SK-164 AM-49 N-60° -E 楕円形 0.56 0.52 0.18 有段 無

SK-165 SK-165 AN-48 N-0° 楕円形 0.94 0.64 0.26 鍋底状 無

SK-166 SK-166 AM-49 - 円形 0.56 (0.50) 0.46 U 字状 有 SK-167 と重複

SK-167 SK-167 AM-49 N-28° -E 不整円形 0.64 0.56 0.56 逆台形 無 SK-166 と重複

SK-176 SK-176 AO-49 N-39° -W 隅丸方形 0.56 0.52 0.16 逆台形 無

SK-177 SK-177 AO-49 
AP-49 N-42° -E 隅丸長方形 0.76 0.48 0.20 有段 無

SK-178 SK-178 AN-49 - 円形 0.58 0.50 0.36 逆台形 無

SK-184 SK-184 AN-51 N-6° -E 長方形 2.10 0.66 0.76 箱形 無 SI-43 より古

SK-190 SK-190 AM-48 - 円形 1.44 1.38 0.04 皿状 無

SK-199 SK-199 AQ-52 - 円形か 0.68 [0.48] 0.32 逆台形 無 SK-98 より古

SK-201 - AN-51 N-75° -W 不整形 1.15 1.05 0.10 逆台形 無 SI-43 より新
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̚区 SK-19（第 160・168 図、第 98・99 表、図版四五）

　Ґஔ　調査区中央部にあたる AM-49・50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-183 と重複し、本遺構が

新しい。北側にピット状の掘り込みがあり、別遺構の可能性も考えられる。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　長方形で、

長軸 334 ㎝、短軸 60㎝、深さ 22㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ - ９° - Ｗ　෴　ロームを含む。埋め戻しと

考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、凹凸がみられる。壁は、ほぼ垂直に立ち上がる。　ग़

Ҩ　土師器坏１点、須恵器坏１点を図示した。６は覆土の上層で出土している。このほかに土師器坏８点

46.86 ｇ、高台付坏１点 7.13 ｇ、甕 12点 99.81 ｇ、須恵器坏２点 13.71g が出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-22（第 160 図、第 98表、図版四五）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる AM-50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　長軸

234 ㎝、短軸 112 ㎝の楕円形で深さは 70㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -12° - Ｅ　෴　ロームを多く含

む。非常に硬く締まっている。　ఈ໘　凹凸がみられる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　形状や覆

土の特徴から縄文時代の陥し穴と考えられる。

̚区 SK-25（第 160・168 図、第 98・99 表、図版一二七）

　Ґஔ　調査区北西部にあたる AM-49 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　不整円

形で、直径 72 ㎝、深さ 36 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -53° - Ｅ　෴　ロームを多く含む。人為的な埋め

戻しである。　ఈ໘　ローム層中に作られており、凹凸が著しい。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ

　かわらけ１点を図示した。覆土上層の遺構確認面で出土している。このほかに土師器坏１点 14.42 ｇ、甕

３点 41.43 ｇが出土している。　13　ظ࣌世紀前半か。

̚区 SK-27（第 160・168 図、第 98・99 表）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる AM-50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　隅丸長

方形で、長軸 128 ㎝、短軸 108 ㎝、深さ 16 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -12° - Ｅ　෴　ロームを含む暗

褐色土が堆積しており、人為的な埋め戻しの可能性がある。　ఈ໘　ローム層中に作られており、凹凸がみ

られる。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　須恵器の高台付坏１点を図示した。このほかに土師器坏

１点 3.27 ｇ、高台付坏１点 5.95 ｇ、甕３点 73.20 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-30（第 161・169 図、第 98・99 表、図版四五 ・ 一二七）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる AL-51・AM-50・51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-29・SK-31 と重複

しており、本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　隅丸長方形で、長軸 380 ㎝、短軸 92㎝、深さは 22㎝ほど

である。　ओ࣠ํ　Ｎ-24°-Ｅ　෴　ロームと炭化物を含む黒褐色土で、人為的な埋め戻しと考えられる。

　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや凹凸が認められる。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　須

恵器の坏１点、瓦１点を図示した。10は女瓦で、叩き具の３Ｂ類が出土している。このほか、土師器坏７点

29.37 ｇ、甕 19点 40.66 ｇ、須恵器坏８点 30.58 ｇ、高坏１点 11.64 ｇ、甕２点 115.34 ｇが出土している。

。９世紀中葉か　ظ࣌
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̚区 SK-31（第 161・169 図、第 98・99 表、図版四五 ・ 一二七）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる AL・AM-51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-30 と重複し、本遺構が古

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　楕円形で、長軸 108 ㎝、短軸 92㎝、深さ 36㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -51° - Ｅ

　෴　３層を確認した。最上層ロームを多量に含み、固く締まり、中層はロームと炭化物を含む。人為的

な埋め戻しの可能性がある。　ఈ໘　凹凸がみられる。壁は段を持ち、急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　

土師器の坏１点、三足土器１点を図示した。三足土器は脚部が欠けている。このほかに土師器坏 26点 87.05

ｇ、高台付坏４点 59.48g、甕 23点 163.45 ｇ、須恵器坏７点 18.60 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-32（第 161・169 図、第 98・99 表、図版四五）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AM-51 グリッドに位置する。南側は調査区外である。　ॏෳؔ　なし。　ฏ

໘ܗঢ়ɾن　円形か。直径約 104 ㎝、深さ 24 ㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　ロームを含む。自

然堆積と考えられる。中層から灰の塊が確認された。　ఈ໘　ローム層中に作られており、ほぼ平坦である。

壁はほぼ垂直に立ち上がる。ग़Ҩ　土師器の高台付坏１点を図示した。覆土の中層から出土し、高台部

のみ残存する。このほかに土師器坏４点 23.04 ｇ、甕８点 56.72 ｇ、須恵器坏１点 3.71g、甕１点 7.15 ｇが

出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-33（第 161・169 図、第 98・99 表、図版四六）

　Ґஔ　調査区南西部にあたる AM-50 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　隅丸長

方形で、長軸 112 ㎝、短軸 78㎝、深さ 12㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -51° - Ｗ　෴　ロームを含む。自

然堆積である。　ఈ໘　ローム層中に作られており、ほぼ平坦である。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़

Ҩ　土師器坏１点、かわらけ１点を図示した。このほかに土師器坏３点 15.67 ｇ、甕６点 38.77 ｇ、須恵

器坏６点 41.32g が出土している。　13　ظ࣌世紀後半か。

̚区 SK-40（第 161 図、第 98・99 表、図版四六 ・ 一四九）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AM-49 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SI-15 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　形状は不整円形で、長軸ن 112 ㎝、短軸 106 ㎝、深さ 16㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -45° -E　෴　

１層で、自然堆積と考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており鍋底状である。壁は底面からほぼ垂直

に立ち上がる。　ग़Ҩ　鉄製品１点を図示した。覆土の上層より、刀子の刃部が出土している。このほ

かに土師器の坏13点 48.99 ｇ、甕が11点 158.03 ｇ、須恵器坏４点15.91ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-53（第 162・169 図、第 98・99 表、図版四六 ・ 一四九）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AN-47 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　形状

は円形で、直径約 96 ㎝、、深さ 16 ㎝である。　෴　１層で、自然堆積と考えられる。ロームがブロック

状に入る。　ఈ໘　ローム層中に作られておりほぼ平坦である。壁は底面からほぼ垂直に立ち上がる。　ग़

Ҩ　覆土中より鉄製品が１点出土し、図示した。このほかに土師器の坏１点 2.17 ｇ、甕が３点 15.2 ｇ、

須恵器坏１点 2.85 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。
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̚区 SK-59（第 162・169 図、第 98・99 表、図版二三・四七 ・ 一四九）

　Ґஔ　調査区中央にあたる AN-51 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SI-43 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　形状は不整楕円形で、長軸ن 148 ㎝、短軸 100 ㎝、深さ 8㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -0°　෴　３

層で、自然堆積と考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られておりほぼ平坦である。壁は底面から緩やかに

立ち上がる。　ग़Ҩ　覆土の上層よりして出土している土師器の高台付坏１点、須恵器の坏１点、甕１

点を図示した。このほかに土師器の坏５点 12.5 ｇ、甕 13 点 129.69 ｇ、須恵器甕２点 11.15 ｇが出土して

いる。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-73（第 162・169 図、第 98・99 表、図版四七 ・ 一二七）

　Ґஔ　調査区北東部にあたる AN-48 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-61 と重複し、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　不整円形で、長軸 110 ㎝、短軸 96 ㎝、深さ 38 ㎝である。　ओ࣠ํ　N-80° -E　෴

　2層に分層され、焼土粒子・炭化物・ロームを含む。埋め戻しである。　ఈ໘　ローム層中に作られており、

若干の凹凸がみられる。壁はほぼ垂直に立ち上がる。工具痕が残る。　ग़Ҩ　土師器の高台付坏１点を

図示した。ロクロ整形で、内面ヘラミガキ、黒色処理が施される。　９　ظ࣌世紀中葉以降。

̚区 SK-79（第 163 図、第 98表）

Ґஔ　調査区南部にあたる AO-51 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SI-44 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　形状は円形で、直径約ن 110 ㎝、深さ 20 ㎝である。　෴　１層で、自然堆積と考えられる。　ఈ໘

　ローム層中に作られており凹凸がみられる。壁は底面からほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の

坏５点 12.5 ｇ、甕 13 点 129.69 ｇ、須恵器甕２点、11.15 ｇが出土しているが、図示できなかった。　࣌

。不明　ظ

̚区 SK-88（第 163・169 図、第 98・99 表）

　Ґஔ　調査区南部にあたる AO-50・51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　円形

で、直径約 120 ㎝、深さ 28㎝である。　෴　４層に分層され、１・２層は粘土粒子とローム粒子を含む層、

３層は粘土粒子を含む層、４層は粘土である。１・２層は自然堆積、３・４層は人為的である。　ఈ໘　ロー

ム層中に作られており、ほぼ平坦である。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　焼粘土塊１点を図示した。

このほかに土師器坏２点 7.41 ｇ、甕 20点 340.39 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-93（第 163 図、第 98表、図版四八）

　Ґஔ　調査区中央にあたる AN-49 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SD-3 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　形状は楕円形で、長軸 52㎝、短軸 44㎝、深さ 20㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -32° - Ｗ　෴　２層で、

自然堆積と考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており丸みを帯びる。壁は底面から緩やかに立ち上がる。

　ग़Ҩ　覆土の上層より、土師器の甕が 11点、234.63 ｇ出土しているが、図示できなかった。　ظ࣌

　不明。

̚区 SK-106（第 164・169 図、第 98・99 表、図版四八）

　Ґஔ　調査区南東部にあたる AQ-51・52 グリッドに位置する。ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　楕円
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形で、長軸 212 ㎝、短軸 172 ㎝、深さ 68㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -55° -W　෴　ローム主体で、人為

的な埋め戻しと考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、若干の凹凸がみられる。壁はほぼ垂直に

立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の坏 1点を図示した。ロクロ整形である。このほかに土師器坏 10点 84.97

ｇ、高台付坏１点 24.12 ｇ、鉢１点 9.81 ｇ、甕 14点 372.19 ｇ、須恵器坏 10点 31.17g、甕３点 21.43 ｇ

が出土している。　10　ظ࣌世紀中頃か。

̚区 SK-124（第 165・169 図、第 98・99 表、図版四九 ・ 一二八）

　Ґஔ　調査区中央にあたる AO-51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-1 と重複し、本遺構が古い。　ฏ

໘ܗঢ়ɾن　円形で、直径約 116 ㎝、深さ 24㎝である。　෴　焼土粒子・炭化物を含む。自然堆積である。

　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや丸みを帯びている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　土

師器の坏１点、高台付坏 1点を図示した。22は覆土中、23は底面より５㎝ほどから出土している。ロクロ

整形である。22は「大」の墨書が側面に確認されている。このほかに土師器坏１点 2.24 ｇ、甕１点 21.07 ｇ、

須恵器坏１点 2.41g が出土している。　10　ظ࣌世紀中頃か。

̚区 SK-126（第 165・169 図、第 98・99 表、図版四九）

　Ґஔ　調査区北西部にあたるAL-48・49グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-10と重複し、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　長方形で、長軸 380 ㎝、短軸 80㎝、深さ８㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -17° - Ｅ　෴

　ロームを多く含む暗褐色土が堆積している。人為的な埋め戻しである。　ఈ໘　ローム層中に作られており、

若干の凹凸がみられる。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の高台付坏 1点を図示した。ロク

ロ整形で、内面はヘラミガキ、黒色処理が施される。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-129（第 165・169 図、第 98・99 表、図版四九 ・ 一二八）

　Ґஔ　調査区中央にあたる AP-50・51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　円形

で、直径 98㎝、深さ 62㎝である。　෴　ロームを多く含む暗黄褐色土で埋め戻されている。　ఈ໘　ロー

ム層中に作られており、凹凸が著しい。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の高台付坏と考え

られる 1点を図示した。ロクロ整形で、内面はヘラミガキ、黒色処理が施されている。このほかに土師器坏

１点 8.80g、甕４点 17.13 ｇ、須恵器坏１点 4.82g、甕１点 2.10 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-154（第 165・169 図、第 98・99 表、図版一二八）

　Ґஔ　調査区南部にあたるAN-50グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-139 P9と重複し、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　隅丸方形で、長軸 108 ㎝、短軸 94㎝、深さ 10㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -43° - Ｗ　

෴　ロームを含む。自然堆積と考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、ほぼ平坦である。壁は

斜めに立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の坏の破片 1点を図示した。墨書が書かれている。ほかの遺物は出

土していない。　ظ࣌　不明。

̚区 SK-184（第 167 図、第 98表、図版五ʓ ･五一）

　Ґஔ　調査区中央にあたる AN-51 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-43 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　長方形で、長軸 210 ㎝、短軸 66 ㎝、深さ 76 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -6° -E　෴　１・２層は堅く
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締まっている。３・４層は古い土坑か掘り返しの可能性もある。　ఈ໘　ローム層中に作られており、壁は

ほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。SI-43 の床下土坑か。

6

SK-6 SK-5

SD-3

SK-7SK-5・6 SK-13

SK-17 SK-19

SB-183-P7

SI-10

SI-10

SI-4

SK-21

P-180

SK-22 SK-24 SK-25

SB-183-P8

SK-27SK-26

SK-28

6

1
2

SK-6 SK-5

1 2

2

1
2

1

1

SB-183-P7

SB-183-P8

1 12

2

1
3

4

1 12
3 4

11
2

1

A A'
89.70m

A A'

A A'
89.60m

A A'

A A'
89.60m

A A'

B B'
89.60m

A A'
89.60m

A A'

A A'
89.60m

A A'
B B'

A A'
89.60m

A A'

A A'
89.50m

A A'

A A'

A A'
89.60m

A A'
89.70m

A A'

B
B'

89
.5
0m

B
B'

A A'
89.60m

A A'A A'

A A'
89.60m

A A'

A A'
89.60m

4,���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠɾ೪ཻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ

4,���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍

4,��ɾ�
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　ϩʔϜཻ　̎
　　　　　　ʢ�ʙ�ᶲେʣগྔɻ͠·Γ͋Γɻ
　　　　　　ʢຒΊ͠ʣ

4,��
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
ࢠ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻ　̎
　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,����
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
���������������������গྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍

4,���
̍　փ৭　࣭࠭ɻϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢ֧ཚʣ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
ଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̏
ଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̐

4,���
গྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　　ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ
̎　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ

4,���
ඍྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻࢠɾന৭ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
ɻ͍ߗඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠগྔɺന৭ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̎
̏　҉ԫ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γඇৗʹ͋Γɻ
̐　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻ

4,���
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ�͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
̎　ԫ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,���
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍

4,���
ඍྔɻ͠ࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍ ·Γ͋Γɻ
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̎　ԫ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ͍ߗɻ
ඍྔɻ͠·Γ͋ΓɻࢠগྔɺԽཻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̏
গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̐

4,���
ଟྔɺփϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎

4,���ɾ��
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎

4,���
গྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,���
ɾϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,���
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4,���
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4,���
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4,���
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গྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̐
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ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̏
̐　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ
̑　ԫ৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍

4,���
গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍

4,���
ɻׯएࢠগྔɺԽཻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
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ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
　　　　　　　ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
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৭　�ΑΓେ͖͍ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺ҉　̐
　　　　　　　ϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,���
গྔɺϩʔϜϒࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　ϩοΫඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ
৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜ　̎
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠཻ　　　　　　　

4,���
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ　̍
　　　　　　͠·Γ͋Γɻ

4,���
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢࣗવຒʣࢠଟྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
ɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻׯɾԽएࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
　　　　　　　ʢࣗવຒʣ
���*৭ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻʢ4ࠇɾϩʔϜϒϩοΫɾࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̏ ෴ʣ

4,���
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎

4,���
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻࢠগྔɺփ৭ཻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̍
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ໌　̎

4,���
ɻׯɾԽएࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋ΓɻʢຒΊ͠ʣ
̎　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɺমཻࢠɾԽएׯɻ
　　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋ΓɻʢຒΊ͠ʣ

4,���
̍　փ৭　ϩʔϜཻࢠগྔɺমཻࢠඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
ඍྔɻࢠɾԽཻࢠɾমཻࢠɾന৭ཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͚ܽΔɻ
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̏
　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻ
ଟྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ໌　̐

� �N�ɿ��
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第 8節　E区

SK-79 SK-80 SK-81

SK-82
SK-88 SK-90

SK-93

SD-3

SK-94

SI-89

SI-44

SD-3

SK-83

SI-44

SI-128

SK-95

SK-96 SK-97 SK-98・199

1 1
1

1

1 23
4

土器

12
23

1

2
SD-3

1 2SI-89 1
2

1 22
3

12
2 1

32
4

A A'

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'

A A'
89.50m

A A'

A A'
89.50m

A A' A A'

A A'
89.40m

A A'
89.30m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'
89.00m

A A' A A'

A A'
89.00m

A A'
89.00m

A A'

A A'
89.30m

A A' A A'

A A'
89.30m

4,���
ඍྔɺϩʔϜϒϩοΫɾࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　ന৭ཻࢠɾমཻࢠɾԽएׯɻ
　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ

4,���
ඍྔɺϩʔϜϒϩοΫɾࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　ന৭ཻࢠɾমཻࢠɾԽएׯɻ
　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ

4,���
ඍྔɺϩʔϜϒϩοΫɾࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　ന৭ཻࢠɾমཻࢠɾԽएׯɻ
　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͋Γɻ

4,���
৭　ϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ҉　̍
　　　　　　　͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣ

4,���
ඍྔɻࢠ৭　ϩʔϜϒϩοΫগྔɺমཻ҉　̍
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
ɾԽࢠଟྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
　　　　　　　एׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4,���
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ

4,���
ඍྔɻࢠɾ೪ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　೪ཻࠇ໌　̎
ଟྔɺ೪গྔɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̏
　　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ
̐　փ৭　　೪ɻ

4,���
ɾԽࢠଟྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　एׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̎
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ҉　̏
　　　　　　　೪ੑ͋Γɻ

4,���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ

4,���
ඍྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
৭　ϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻ҉　̎
ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̏
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ

4,���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ

4,���ɾ���
গྔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
ଟྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎
ɾϩʔϜϒϩοΫඍྔɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̏
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̐
　　　　　　　গྔɻ

� �N�ɿ��
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第３章　小泉分校裏遺跡

SK-99 SK-100 SK-102

SK-106

SI-89
SK-107

SK-109 SK-113 SK-114

SK-116 SK-120 SK-121

SK-122

SK-83

SK-123

1

24
3 12 3

1

12
3
4

5

67

1

1
2

23

1

1
23

1

2

1

1 1 2

A A'
89.30m

A A'

A A'
89.30m

A A'

A A'
89.30m

A A'

A A'
89.30m

A A'

A A'
89.00m

A A'

A A'

A A'
89.00m

A A'
89.30m

A A'

A A'

A A'
89.50m

A A'
89.00m

A A'

A A'
89.30m

A A'

A A'
89.00m

A A'

A A'
89.00m

A A'

A A'
89.30m

A A'

4,���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
ɾϩʔϜϒϩοΫඍྔɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̎
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̏
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ
৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ　̐

4,����
ɻׯएࢠඍྔɺന৭ཻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ　̏

4,����
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍

4,����
̍　ԫ৭　　ϩʔϜϒϩοΫओମɻ
̎　҉ԫ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠ
　　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻࠇ　̏
̐　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫ
　　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　　ϩʔϜཻ໌　̑
　　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻࠇ　̒
গྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̓
　　　　　　　　ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,����
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍

4,����
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍

4,����
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
̎　҉ԫ৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̏
　　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,����
ඍྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ　̏

4,����
গྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̎
　　　　　　　গྔɻ͠·Γ͋Γɻ

4,����
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɺࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　Խएׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4,����
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɺࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　Խएׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4,����
গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎
　　　　　　　͠·Γ͋Γɻ
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第 8節　E区

23

SD-1

SK-124 SK-125

SK-127

SD-3

SK-129

SK-130 SK-135 SK-136

SK-137

SK-126

SI-10

SK-140 SB-139 P9

SB-139
P9

SK-141

SK-143 SK-144

23
1

2
1

1
1

12 2

石

1 1

2

1

1

1

1 1

A A'

A A'
89.40m A A'

89.30m

A A'

A A'
89.30m

A A' A A'

A A'
89.20m

A A'
89.20m

A A'

A A'
89.20m

A A'

A A'
89.20m

A A'

A A'
89.20m

A A'

A A'
89.60m

A A'

A A'
90.00m

A A'

A A'
89.50m

A A'

A A'

A A'
89.20m

A A'
89.20m

A A'

4,����
গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɺࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
　　　　　　　মཻࢠɾԽएׯɻ͠·Γ͋Γɻ
৭　　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ　̎

4,����
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍

4,����
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻʢຒΊ͔͠ʣ

4,����
ɾࢠඍྔɺϩʔϜϒϩοΫɾന৭ཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　মཻࢠɾԽएׯɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
　　　　　　　೪ੑ͋Γɻ

4,����
̍　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ
　　　　　　　　͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣ

4,����
ɾԽࢠɾমཻࢠɾന৭ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　एׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
̎　҉৭　ϩʔϜཻࢠඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4,����
৭ඍྔɺࠇɾϩʔϜϒϩοΫগྔʢԼʹଟ͘ೖΔʣɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　　মɾԽएׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4,����
গྔɺϩʔϜϒϩοΫඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ೪ੑ͚ܽΔɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̍
̎　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ

4,����
̍　҉ԫ৭　ϩʔϜཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
　　　　　　　　೪ੑ͚ܽΔɻʢຒΊ͠ʣ

�4,����
ɾϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍

4,����
ඍྔɺমɾԽɾϩʔϜࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　ϒϩοΫएׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
　　　　　　
4,����
ඍྔɺমɾԽɾϩʔϜࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
　　　　　　　ϒϩοΫएׯɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑ͋Γɻ
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第３章　小泉分校裏遺跡

調査区外

SK-145 SK-146 SK-147

SK-148 SK-149 SK-150

SK-151 SK-152 SK-153

SK-154 SK-155

SB-139
P1

SB-139 P1

SB-139
P8

SB-139
P8

SK-159

SK-159

1
1

1

1
2

2

1

1

1

2
1 1 2

1
1

2
34

4 1

A A'
89.20m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'

A A'
89.20m

A A'
89.20m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'

A A'
89.40m

A A'
89.50m

A A'

A A'
89.50m

A A'

0 2m1：80

SK-146
１　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。
　　　　　　　粘性ややあり。

SK-147
１　暗黄褐色土　ローム粒子少量、白色粒子・焼土
　　　　　　　　粒子若干。しまりややあり。粘性
　　　　　　　　ややあり。（埋め戻し）

SK-145
１　暗褐色土　ローム粒子微量、焼土・炭化物・
　　　　　　　ロームブロック若干。しまりあり。
　　　　　　　粘性ややあり。

SK-148
１　暗黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック微量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。（埋め戻しか）
２　暗茶褐色土　ローム粒子微量、ブロック状に一部入る。しまり
　　　　　　　　欠ける。粘性欠ける。（P-131 の１層と同じ）

SK-149
１　表土層（耕作土）
２　暗褐色土　ローム粒子微量、ロームブロック・白色粒子・焼土粒子・炭化物若干。
　　　　　　　しまりややあり。粘性ややあり。

SK-150
１　黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量、ローム粒子多量、炭化物粒子少量。
　　　　　　　しまりやや欠ける。

SK-151
１　黒褐色土　ローム粒子やや少量。しまりやや欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。
　　　　　　　しまり欠ける。

SK-152
１　黒褐色土　ローム粒子少量、炭化物粒子
　　　　　　　微量。しまりやや欠ける。

SK-153
１　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・
　　　　　　　　炭化物粒子微量。しまりあり。
２　暗灰褐色土　ローム粒子多量、炭化物粒子
　　　　　　　　微量。しまりやや欠ける。

SK-159
１　黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。
　　　　　　　しまりやや欠ける。

SK-154
１　灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。

SK-155
１　暗褐色土　焼土ブロック少量、ローム粒子微量、炭化物若干。しまりやや欠ける。
　　　　　　　粘性やや欠ける。（埋め戻しか）
２　暗褐色土　ローム粒子微量、炭化物若干。しまりやや欠ける。粘性ややあり。
３　黒褐色土　黒褐色土主体。ローム粒子若干。しまりやや欠ける。粘性あり。
４　黒褐色土　ロームブロック多量、ローム粒子少量。しまりやや欠ける。粘性ややあり。
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SI-43 P4

SK-160 SK-162

SK-165

SI-43

SI-72

SK-166SK-167

SI-9

SK-164

SK-176
SK-177

SK-178 SK-184

SK-190 SK-201

12SI-43

1 1
2

1

2

SI-9

1
2

SI-43

1

2
3

4

SI-43
1

A A'
89.30m

A A'

A A'

A A'
89.40m

A A'
89.50m

A A'

A A'

A A'
89.60m

A A'

A A'
89.60m

A A'
89.20m

A A' A A'

A A'
89.20m

A A'

A A'
89.40m

A A'

A A'
89.50m

A A'

89.60m
A A' A'A

89.60m

A'A

SK-165
１　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、焼土粒子
　　　　　　　　若干。しまりあり。粘性ややあり。

SK-166
１　灰褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり欠ける。
２　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりやや欠ける。

SK-167
１　灰褐色土　　ローム粒子やや少量。しまりあり。
２　暗灰褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量、焼土粒子
　　　　　　　　微量。しまり欠ける。

SK-178
１　暗灰褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。
２　黒褐色土　　ローム粒子少量。しまりやや欠ける。

SK-184
１　暗灰褐色土　白色粒子やや少量、ローム粒子・ロームブロック・
　　　　　　　　焼土粒子少量。しまり非常にあり。
２　黒褐色土　　ロームブロック・焼土粒子少量、ローム粒子微量。
　　　　　　　　しまり非常にあり。
３　明褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロックやや少量。しまりあり。
４　淡灰褐色土　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。

SK-201
１　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性あり。

SK-162
１　黒褐色土　　ローム粒子少量。しまりあり。
２　暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや多量、焼土粒子微量。しまりやや欠ける。

0 2m1：80

1 2 3 4

5
6

7
8

SK-7 SK-13

SK-19 SK-25 SK-27

� ��DN�ɿ�
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

168 １ 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　6.1  
器高［1.4］

外面 10YR7/3 
にぶい黄橙 
内面 2.5GY3/1 
暗オリーブ灰

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 体部外面 ロクロナデ 
内外面 ロクロナデ 
底部 糸切り後ナデ 
底部内面 ヘラミガキ
高台貼付

底部 4/5
残存

覆土中 E区 SK-7

168 ２ かわらけ
口径　- 
底径　5.4  
器高［1.2］

10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒・赤色粒
子微量

良好 体部外面 ヘラケズリ 
内面 ロクロナデ 
底面 糸切り

体～底部
一部残存

覆土中 E区 SK-7

168 3 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.0］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒・白色粒
子微量

良好 内面 黒色処理 口縁部 ヨコナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁部一
部残存

覆土中 E区 SK-13 
一括

168 4 かわらけ

口径（9.2） 
底径　6.0 
器高　1.1

7.5YR7/4 
にぶい橙

砂粒・礫微量 良好 口縁部 ロクロナデ 
底部 糸切り

口縁～体
部 1/3、
底部 1/2
残存

覆土中 E区 SK-13 
一括

168 5 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.9］

外面 7.5YR5/6 
明褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 内外面 ヘラミガキ 口縁部一
部残存

覆土中 E区 SK-19 
一括

168 6 須恵器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［3.9］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒・黒色粒
子多量

良好 外面 自然釉付
着

口縁～体
部 1/8 残
存

覆土上
層

E区 SK-19 
No.1

産地不明

168 7 かわらけ
口径（8.6） 
底径（5.3） 
器高　1.7

7.5YR7/4 
にぶい橙

砂粒・黒色粒
子少量

良好 ロクロナデ 
底部 糸切り

2/3 残存 覆土中 E区 SK-25 
確認面

168 8 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（8.2） 
器高［2.8］

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 底部 ヘラケズリ
高台貼付

底部 1/4
残存

覆土中 E区 SK-27 
一括

益子産

169 9 須恵器 
坏

口径（12.5） 
底径（5.7） 
器高　3.5

10YR5/1 
褐灰

砂粒・礫少量 良好 口縁部
1/5、底
部一部残
存

覆土中 E区 SK-30 
フク土一括

益子産

169 10 女瓦

厚　2.3 
重　309.12

外面 10YR7/3 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR6/6 
橙

砂粒少量 良好 被熱 凸面 格子タタキ 
凹面 布目痕 
側面 ヘラケズリ、指ナ
デ

一部残存 底面よ
り 8㎝

E区 SK-30 
No.1

169 11 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［4.2］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
体部下半 ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁～体
部 1/4 残
存

覆土中 E区 SI-31 
フク土一括

169 12 土師器 
三足土器

口径（20.8） 
底径（13.0） 
器高［12.7］

外面 7.5YR3/1 
黒褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒・礫多量、
白雲母微量

やや
不良

口縁～胴部外面 ヘラナ
デ 
胴～底部外面 ヘラケズ
リ 
内面 ナデ

口縁部・
底部一
部、胴部
1/4 残存

底面よ
り 15
～ 20
㎝

E区 SK-31 
No.1・フク
土一括

169 13 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.4 
器高［2.4］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 10Y2/1 
黒

砂粒微量 良好 黒斑あり 
内面 黒色処理

外面 ロクロナデ 
底部内面 ヘラミガキ

高台全
周、底部
残存

底面よ
り 5㎝

E区 SK-32 
No.1

169 14 かわらけ

口径　9.2 
底径　4.7 
器高　2.0

5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫・白
色粒子微量

良好 内外面 ロクロナデ 
底部 糸切り

口縁～体
部 1/4、
底部ほぼ
完存

覆土上
層

E区 SK-33 
No.1

169 15 土師器 
坏

口径（15.6） 
底径　- 
器高［4.0］

7.5YR6/4 
にぶい橙

礫・白色粒子
微量

良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁～体
部 1/4 残
存

覆土中 E区 SK-33 
一括

169 16 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.6） 
器高［1.6］

5Y7/2 
灰白

砂粒少量 良好 底部 ナデ 底部 1/3
残存

底面直
上

E区 SK-59 
No.1

益子産

169 17 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.2 
器高［2.3］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒微量 良好 底部 糸切り 坏底部完
存、高台
部 1/2 残
存

床上約
2㎝

E区 SK-59 
No.2

169 18 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［5.0］

外面 7.5Y3/1 
オリーブ黒 
内面 10Y4/1 
灰

砂粒多量、黒
色粒子微量

良好 ヨコナデ 頸部一部
残存

底面よ
り約 7
㎝

E区 SK-59 
No.3

産地不明

169 19 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［2.1］

外面 10YR6/4 
明黄褐 
内面 10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理 体部外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り後ナデ
高台貼付

高台部
1/3 欠損

覆土中 E区 SK-73 
No.3

169 20 焼粘土塊

長　7.0 
幅　5.7 
厚　1.7 
重　39.01

7.5YR6/4 
にぶい橙

スサ痕あり 覆土中 E区 SK-88 
フク土一括

169 21 土師器 
坏

口径　- 
底径（6.7）  
器高［2.2］

10YR8/4 
浅黄橙

砂粒微量 良好 内外面 ロクロナデ 
底部 糸切り

体部下半
1/4、底
部 3/4 残
存

覆土中 E区 SK-106 
一括

169 22 土師器 
坏

口径（12.6） 
底径（7.4）  
器高　2.7

7.5YR7/8 
黄橙

砂粒・礫少量、
赤色粒子若干

良好 墨書「大」あ
り

内外面 ロクロナデ 
底部 糸切り

口縁～体
部 1/2 残
存、底部
完存

覆土中 E区 SK-124 
フク土一括
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̓　ピット

　Ｅ区では調査区の北部などの台地上に 34 基のピットが確認されている。遺物はほとんど出土しない。

P-198 では柱痕状の土層が確認されており、掘立柱建物と係わる可能性がある。ほかにも竪穴建物や掘立柱

建物の柱穴と推定されるものもある。計測表にまとめる。

169 23 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径（6.8）  
器高［3.8］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒少量、赤
色粒子微量

良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
体部下端 回転ヘラケズ
リ 
内面 ヘラミガキ 
底部 糸切り
高台貼付

坏体部
1/4、高
台部全周
残存

底面よ
り 5㎝

E区 SK-124 
No.1

169 24 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　-  
器高［1.9］

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 N3/0 
暗灰

砂粒多量、礫
微量

良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ
高台貼付

一部残存 覆土中 E区 SK-126

169 25 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.2  
器高［4.7］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒・白雲母
微量

良好 内面 黒色処理 体部外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ　 
底部 回転ヘラケズリ後
ナデ
高台貼付

体部一
部、高台
部全周残
存

覆土中 E区 SK-129

169 26 土師器 
坏

口径　- 
底径　-  
器高［1.7］

外面 5YR4/4 
にぶい赤褐 
内面 5YR5/3 
にぶい赤褐

砂粒微量 良好 墨書あり 体部一部
残存

覆土中 E区 SK-154

169 27 鉄製品 
刀子

長［3.41］ 
幅　0.87 
厚　0.34 
重　1.84

刃部残存 覆土上
層

E区 SK-40 
上層

169 28 鉄製品 
不明

長［3.32］ 
幅　0.93 
厚　0.74 
重　4.43

断面 円形 一部残存 覆土中 E区 SK-53

第 100 ද　&۠�ϐοτܭଌද

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

P-23 SK-23 AM-49 - 円形 0.56 0.40 0.54 U 字状 無 SB-183 と重複
P-45 P-199 AL-49 N-16° -W 楕円形 0.48 0.36 - - 無
P-48 P-48 AL-49 - 円形 0.46 0.44 0.12 逆台形 無
P-70 P-195 AN-50 - 円形 0.26 0.24 0.18 U 字状 無 SB-139 と重複
P-71 P-196 AN-50 - 円形 0.26 0.24 0.13 U 字状 無 SB-139 と重複　SD-3 より古
P-85 P-201 AL-49 N-4° -W 隅丸長方形 0.60 0.44 0.04 皿状 無
P-131 P-131 AQ-50 - 円形 0.40 0.36 0.36 U 字状 無
P-132 P-132 AQ-50･51 - 円形 0.56 0.52 0.46 U 字状 有
P-133 P-133 AQ-51 - 円形 0.36 0.30 0.14 U 字状 無
P-134 P-134 AQ-51 - 円形 0.38 0.32 0.36 U 字状 無
P-138 P-138 AQ-50 - 円形か 0.40 [0.26] 0.24 逆台形 有
P-142 P-203 AM-48 - 円形 0.28 0.26 0.36 U 字状 無
P-168 P-168 AN-49 N-35° -W 不整楕円形 0.60 0.42 0.28 逆台形 有
P-169 P-169 AN-49 - 円形 0.26 0.26 0.16 U 字状 有
P-170 P-170 AN-49 N-52° -E 隅丸方形 0.36 0.20 0.16 U 字状 無
P-171 P-171 AN-48 - 円形 0.24 0.22 0.34 U 字状 有
P-172 P-172 AN-48 - 円形 0.36 0.34 0.24 U 字状 有
P-173 P-173 AN-48 - 円形 0.34 0.30 0.22 逆台形 無
P-174 P-174 AN-48 - 円形 0.36 0.32 0.22 有段 無
P-175 P-175 AM･AN-49 - 円形 0.28 0.24 0.22 U 字状 無
P-179 P-179 AM-50 - 円形 0.32 0.30 0.14 U 字状 無
P-180 P-180 AM-48 N-0° 楕円形か 0.40 [0.26] 0.06 皿状 有 SK-57 より古
P-181 P-181 AN-50 N-7° -E 楕円形か 0.40 0.36 0.28 U 字状 無
P-182 P-182 AM-50 - 円形 0.24 0.24 0.24 U 字状 有 SK-21 より古
P-187 P-187 AN-48 N-28° -E 楕円形 0.34 0.28 0.21 有段 無
P-188 P-188 AN-47 - 円形か 0.48 [0.32] 0.18 逆台形 無
P-189 P-189 AN-47 - 円形 0.40 0.36 0.04 逆台形 無
P-191 P-191 AN-48 - 円形 0.32 0.28 0.26 U 字状 無
P-192 P-192 AN-48 - 円形 0.26 0.24 0.24 U 字状 無
P-193 P-193 AN-48 - 円形 0.24 0.18 0.12 逆台形 無
P-194 P-194 AN-48 N-46° -W 不整形 0.42 0.36 0.18 逆台形 無
P-197 P-197 AO-50 - 円形 0.36 0.30 0.27 U 字状 無
P-198 P-198 AO-50 - 円形 0.42 0.38 0.28 U 字状 無
P-200 - AO-50 N-45° -E 楕円形 0.54 0.48 0.44 U 字状 無 SI-84 より新
P-202 - AM-49 - 円形 0.28 0.28 0.26 U 字状 無
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第 8節　E区

P-187

P-142
P-194

P-193

P-192
P-191

P-171
P-172

P-173

P-174
P-175

P-202

P-170
P-168

P-169

P-188

P-180

P-189

調査区外
調査区外

SK-2

SK-126

SK-167 SK-166

SK-6

SK-5

SX-63

SK-50

SK-52

SK-53

SK-54 SK-
165

SK
-55

SK-56

SK-57

SK-58

SK
-62

SK-65

SI-51

SI-72

SI-74

SI-75

SI-9

SI-10

SI-11

SA-186

SB-183

SI-67

SI-68

SD-3

SI-4

SD-1

SK-190

1 1
1

1 11

1 1

1
2

3 4

2 4 SK-57
1

P-169 P-170 P-171

P-172 P-175P-174

P-173P-168

P-193 P-194

P-187P-142

P-188 P-189 P-191・192

P-180

AL-48

AL-49

AM-48

AM-49

AN-48

AN-49

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A

A'

A

A'

A

A'

A A'

A A'

A
A'

A
A'

A A'

A A'

A

A'

A

A'

A
A'

A
A'A A'

A

A'

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A A'
89.50m

A

A'

A A'
89.60m
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1����
৭　ϩʔϜϒϩοΫଟྔɻࠇ　̍

1����ɾ���ɾ���ʙ���
ඍྔɻ͠·Γ͋Γɻ�೪ੑී௨ɻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̍
গྔɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑී௨ɻࢠ৭　ϩʔϜϒϩοΫɾϩʔϜཻ҉　̎
ɻ͠·Γ͋Γɻׯएࢠগྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜϒϩοΫɾϩʔϜཻ҉　̏
　　　　　　　೪ੑ͋Γɻ
ɻ͠·Γ͋Γɻ೪ੑී௨ɻׯएࢠଟྔɺমཻࢠ৭　ϩʔϜཻ҉　̐
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第３章　小泉分校裏遺跡

P-48

P-85

P-45

P-179
P-181

P-182

P-23

調査区外

P-48 P-85

P-179 P-181 P-182

P-23

SK-32

SK-13

SK-25

SI-4 SK-93

SI-76

SK-19
SK-21

SK-28

SK-22

SK-41

SK-38

SK-37

SK-39

SK-17

SK-27

SK-26

SK-24

SI-15
SK-40

SK-167

SK-33

SK-34

SK-36

SK-30SK-31

SI-35

SI-29

SK-59

SK-140

SB-183

SI-12 SK-164

1 1 1

1

2

AM-50

AM-51

AL-50

AL-51

AN-50

AN-51

A A'
89.40m

A A'
89.40m

A
A'

A A'

A A'
89.60m

A A'
89.60m

A A'
89.60m

A A'
A A'

A A'

A A'
89.60m

A
A'

1����
ଟྔɺϩʔϜϒࢠ৭　ϩʔϜཻࠇ　̍
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ଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻ　̎

1����
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第 8節　E区

P-131

P-132

P-133

P-134

P-138

調査区外

P-131 P-132

P-133 P-134

P-138

P-70 P-71

P-197P-197

P-198
P-70・71 P-197 P-198

P-200

P-200

SI-84

SK-148

SI-87

SK-106

SI-86

SB-139
P1

SB-139
P2 SB-139

P3

SB-139
P4

SB-139
P5

SB-139
P6

SB-139
P7

SB-139
P8

SB-139
P9

SB-139
P10 SD-3

SD-1

SK-
140

SK-141

SK-151

SK-154

SK-159

1 1

1 1

2

2

1

12
2

SI-84 東カマド

1

AQ-51

AQ-52

AR-51

AR-52

AO-50

AO-51

A A'
89.20m

A A'
89.20m

A A'
89.20m

A A'
89.20m

A A'
89.20m

A

A'

A

A'

A

A'

A

A'

A

A'

A

A'

A A'
89.40m

A A'
89.40m

A A'
89.40m

A A'

A
A'

A
A'

A A'
89.50m

A
A'
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第３章　小泉分校裏遺跡

̔　ͦのଞ

̚区 S9-63（第 173 図、第 101表、図版五一）

　Ґஔ　調査区北部にあたる AL-47 グリッドに位置する。

　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　楕円形で、長軸80㎝、

短軸 48 ㎝、深さ６㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -11° - Ｅ　

෴　2層で焼土が確認されている。３層は火床面と考えら

れる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、ほぼ平坦である。

壁は斜めに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物は出土

していないが、土師器甕４点 8.80 ｇ、須恵器坏１点 8.26g

が出土している。　ظ࣌　不明。焼土遺構と考えられる。

̕　遺ߏ֎の遺物

　表土中から出土したものを掲載する。

̚区Ҩߏ֎ͷҨ（第 174図、第 102表、図版一二八）

　土師器の高台付坏 1点、須恵器の坏１点、高台付坏１点を図示した。１は口縁部に油煙と考えられる黒色

物が付着する。ロクロ整形で、内面はヘラミガキ、黒色処理が施される。２は底面に刻書が確認されている。

SX-63

2

3

1A A'

A A'

49���
গྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
̎　҉৭　মཻࢠଟྔɺϩʔϜཻࢠগྔɻ͠·Γ͋Γɻ
ɾϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻࢠ৭　　　ϩʔϜཻ　̏

� �N�ɿ��
-������N

1

2
3

� ��DN�ɿ�

第 101 ද　&۠�মҨܭߏଌද

第 1�� 図　۠̚মҨ࣮ߏଌ図

第 1�� 図　&۠Ҩߏ֎ग़Ҩ࣮ଌ図

第 102 ද　&۠�Ҩߏ֎ग़Ҩ؍ද

遺構番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SX-63 AL-47 N-11° -E 楕円形 0.80 0.48 0.06 皿状 有

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

174 1 土師器 
高台付坏

口径（10.2） 
底径　- 
器高［3.6］

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 2.5GY3/1 
暗オリーブ灰

砂粒少量 良好 内面 黒色処理
外面 油煙付着

外面 ロクロナデ
内面 ヘラミガキ　　
高台貼付

口縁～体
部 1/4 残
存、高台
部欠損

表土中 表土一括

174 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［0.4］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 10YR6/3 
にぶい黃橙

砂粒・白色粒
子微量

やや 
良好

刻書あり 底部一部
残存

表土中 表土一括 益子産

174 3 須恵器 
高台付坏

口径（16.0） 
底径　8.0 
器高　6.8

5Y4/1 
灰

砂粒・礫多量 良好 内面 黒色処理 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ
高台貼付

口縁～体
部 1/4 残
存、底部
完存

表土中 E区 AN-49 
一括

益子産

~-~-

—~ -.. ・ 
ノ

ニ＝學
ー•一 一
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第 9節　F区

第̕節　̛区

　Ｆ区は、N区の南東、M区の南西の台地斜面上に位置する。西側の水田との比高差は５ｍである。土坑 14

基、ピット 47基が確認された。

83.0m

82.5m

82.0m

82.0m

82.5m

O-32

O-33

P-32

SK-9

SK-13

SK-7

SK-8
SK-11

SK-12

SK-60

SK-2

SK-3

SK-4

SK-5

SK-6

SK-1

SK-10

F-1区

F-2区

N区

M-9区

35

M N O P Q R

34

30

31

32

33

第○図　F区全体図

� ��N�ɿ���

第 1�� 図　'۠શମ図ʢϐοτผ図͋Γʣ
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第３章　確認された遺構と遺物

̛区 SK- １（第 176 図、第 103表、図版五一）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＮ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向

に長い長方形で、長軸 133 ㎝、短軸 70㎝、深さ 25㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -40° - Ｅ　෴　しまりの

ある暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち

上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕２点 18.95 ｇ、須恵器坏２点 13.38 ｇが出土して

いる。　ظ࣌　不明。

̛区 SK- ２（第 176・178 図、第 103・105 表、図版五一）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＮ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西 - 南東

方向にわずかに長い楕円形で、長軸 125 ㎝、短軸 110 ㎝、深さ 32 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -50° - Ｗ　

෴　締まりのある黒褐色土と暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、丸みを帯びる。

壁は比較的緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　須恵器坏１点を図示した。このほかに土師器甕２点 14.72 ｇ、

須恵器坏４点 33.33 ｇ、高台付坏１点 14.61 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̛区 SK- ３（第 176 図、第 103表、図版五一）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＮ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南東方

向に長い隅丸方形である。長軸 130 ㎝以上、短軸 100 ㎝、深さ 25 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　

෴　しまりのある黒褐色土と暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや傾斜が

あるが平坦となっている。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕２点

１　土坑

　台地の落ち際に集中して 14基が確認されている。

第 10� ද　'۠�ܭଌද

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-1 1 N-31 N-40° -E 長方形 1.33 0.70 0.25 箱形 有

SK-2 1 N-31 N-50° -W 楕円形 1.25 1.10 0.32 逆台形 有

SK-3 1 N-31 N-15° -E 隅丸方形 [1.30] 1.00 0.25 逆台形 有

SK-4 1 N-31 N-30° -E 楕円形 0.76 0.70 0.10 逆台形 無

SK-5 1 N-31 N-0° 楕円形 0.70 0.61 0.15 逆台形 無

SK-6 1 N-31 N-0° 楕円形 0.90 0.88 0.30 逆台形 有

SK-7 2 O-32 N-35° -W 長方形 1.15 0.60 0.20 逆台形 無

SK-8 2 O-32 N-30° -W 長方形 2.02 0.30 0.38 逆台形 無 SK-12､P-61 より古 
SK-11 より新

SK-9 2 P-33 N-43° -E 楕円形 [1.97] 2.00 0.40 U 字状 有 SK-13 より新

SK-10 2 P-33 不明 方形か [0.75] [0.38] 0.30 鍋底状 無

SK-11 2 O-32 N-30° -W 長方形か [1.30] [0.55] 0.15 U 字状か 無 SK-8､P-61 より古 
SK-12 より新

SK-12 2 O-32･33 不明 不整形 [1.10] [0.68] 0.24 皿状 無 SK-8･11､P-61 より古

SK-13 2 P-33 N-54° -E 楕円形か 2.50 [1.70] 0.18 U 字状 無 SK-9、P-56 ～ 58 より古

SK-60 2 P-33 N-80° -E 楕円形 1.31 0.48 0.26 U 字状 無 P-51･52 より古
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30.48 ｇ、須恵器坏１点 3.76 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̛区 SK- ４（第 176 図、第 103表、図版五一）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＮ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。ฏ໘ܗঢ়ɾن　一部が攪乱

によって破壊されているが、南北方向にわずかに長い楕円形である。長軸 76㎝、短軸 70㎝、深さ 10㎝で

ある。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｅ　෴　上面中央に堆積する黒色土と大部分を覆う褐色土の２層である。　

ఈ໘　ローム層中に作られており、やや凹凸が目立つが平坦となっている。壁は比較的緩やかに立ち上がる。

　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̛区 SK- ５（第 176 図、第 103表）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＮ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

にわずかに長い楕円形で、長軸 70㎝、短軸 61㎝、深さ 15㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -0°　෴　地山由

来のローム粒子を少量含む黒色土と褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られている。西側に向

かってやや傾斜するが、おおむね平坦となっている。壁は底面から急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　出土

していない。　ظ࣌　不明。

̛区 SK- ６（第 176 図、第 103表、図版五一）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＮ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向

にわずかに長い楕円形で、長軸 90㎝、短軸 88㎝、深さ 30㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -0°　෴　上面を

覆う暗褐色土と底面を覆う褐色土の２層を確認した。いずれも良く締まっている。　ఈ໘　ローム層中に作

られており平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器

坏１点 11.83 ｇ、甕１点 32.35 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̛区 SK- ７（第 176 図、第 103表、図版五二）

　Ґஔ　２区北西部にあたるＯ -32 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

に長い長方形である。長軸 115 ㎝、短軸 60㎝、深さ 20㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -35° - Ｗ　෴　地山

由来のローム粒子を多量に含む暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっ

ている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̛区 SK- ８（第 176 図、第 103表）

　Ґஔ　２区北西部にあたるＯ -32 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-12、P-61 より古く、SK-11 より

新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半の部分が調査区外のため詳細は不明であるが、南北方向に長い長方形とみ

られる。長軸 202 ㎝、短軸 30㎝以上、深さ 38㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｗ　෴　地山由来のロー

ム粒子を多量に含み、締まりの良い褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており平坦となっ

ている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　　ظ࣌　不明。

̛区 SK- ９・13（第 176・178 図、第 103・105 表、図版一四九）

　Ґஔ　２区中央部にあたるＰ -33 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-13 と重複し、SK- ９が新しい。ま
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た SK-13 と P-56・57・58 が重複しており、SK-13 がいずれよりも古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　SK-9 は北東

―南西方向に長い楕円形とみられる。確認できた範囲で長軸 197 ㎝以上、短軸 200 ㎝、深さ 40 ㎝である。

SK-13 は SK- ９によって破壊されており、上端のラインが不定形であるが、SK- ９と同様に北東―南西方向に

主軸を持つ平面形とみられる。確認できた範囲で長軸 250 ㎝、短軸 170 ㎝以上、深さ 18㎝である。　ओ࣠

SK-9　ํ が N-43° - Ｅ、SK-13 が N-54° - Ｅ　෴　SK- ９・13 合わせて７層確認した。SK- ９の覆土は、

１～３層で流入土とみられる黒褐色土・暗褐色土と、壁の崩落土とみられる褐色土で構成される。SK-13 の

覆土は４～７層で SK- ９と同様に流入土と壁の崩落土で構成される。　ఈ໘　いずれもローム層中に作られ

ている。底面中央は丸みを帯び、そこから非常に緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　SK-9 で鉄製品１点が覆

土中より出土し、図示した。鎹で棺金具の可能性がある。このほかに土師器甕５点 78.81 ｇ、須恵器坏２点

10.98 ｇ、甕３点 43.85 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。墓壙か。

̛区 SK-10（第 176 図、第 103表）

　Ґஔ　２区南東部にあたるＰ -33 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が調

査区外のため詳細は不明であるが、方形を基調とした土坑の隅部分とみられる。確認できた範囲で、長軸 75

㎝以上、短軸 38㎝以上、深さ 30㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　２層確認し、いずれも自然堆積土

とみられる。　ఈ໘　中央部分がわずかに窪む。壁は底面からほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土し

ていない。　ظ࣌　不明。

̛区 SK-11（第 176 図、第 103表）

　Ґஔ　２区中央部にあたるＯ -32 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SK- ８・12、P-61 と重複してお

り、SK- ８と P-61 より古く、SK-12 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　重複によって大部分が破壊されているが、

南北方向に長い長方形とみられる。確認できた範囲で、長軸 130 ㎝以上、短軸 55㎝以上、深さ 15㎝Ͱ͋Δɻ

　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｗ　෴　不明。　ఈ໘　平坦となっており、壁は比較的緩やかに立ち上がる。　ग़

Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̛区 SK-12（第 176 図、第 103表）

　Ґஔ　２区中央部にあたるＯ -32・33 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK- ８・11、P-61 と重複しており、

本遺構が最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　重複によって大部分が破壊されており、詳細は不明であるが、円形

を基調とした土坑とみられる。確認できた範囲で長軸 110 ㎝以上、短軸 68㎝以上、深さ 24㎝である。　ओ

不明。　෴　流入土とみられる黒褐色土が認められた。　ఈ໘　比較的平坦となっており、壁は　ํ࣠

緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̛区 SK-60（第 176 図、第 103表）

　Ґஔ　２区中央部にあたるＰ -33 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　P-51・52 と重複しており、本遺構が

最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に細長く伸びる楕円形である。長軸 131 ㎝、短軸 48㎝、深さ 26㎝

である。　ओ࣠ํ　Ｎ -80° - Ｅ　෴　不明。　ఈ໘　幅狭く、壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　

出土していない。　ظ࣌　不明。
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２　ピット

　Ｆ区では 47基のピットが、１区の北東と２区の中央にまとまって確認されている。計測表にまとめる。
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遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m）

出土 
遺物 重複関係

P-14 1 M-30 N-0° 楕円形 0.24 0.20 0.34 無 P-15・16 と重複

P-15 1 M-30 N-56° -W 楕円形 0.30 0.20 0.09 無 P-14・16 と重複

P-16 1 M-30 N-56° -W 楕円形 [0.35] [0.20] 0.14 無 P-14・15 と重複

P-17 1 N-30 N-0° 楕円形 0.25 0.21 0.14 無

P-18 1 M-31 N-40° -E 楕円形 [0.40] [0.32] 0.09 無

P-19 1 M-31 N-61° -E 楕円形 0.45 0.34 0.14 無

P-20 1 M-30 N-0° 楕円形 0.27 0.24 0.12 無

P-21 1 N-30 - 円形 0.22 0.22 0.11 無

P-22 1 N-31 - 不整円形 0.37 0.35 0.22 無

P-23 1 N-31 N-0° 楕円形 0.25 0.22 0.23 無

P-24 1 N-31 N-0° 楕円形 0.46 0.45 0.24 無

P-25 1 N-31 - 円形 0.36 0.35 0.29 無

P-26 1 N-31 N-38° -W 楕円形 0.60 [0.38] 0.17 無

P-27 1 N-31 - 不整円形 [0.40] 0.35 0.15 無

P-28 1 N-31 N-0° 楕円形 0.25 0.20 0.25 無 P-29 と重複

P-29 1 N-31 N-0° 楕円形 0.22 0.17 0.13 無 P-28 と重複

P-30 1 N-31 - 不整円形 0.30 0.30 0.18 無

P-31 1 N-31 - 不整円形 0.52 0.23 0.12 無

P-32 1 N-31 - 方形 0.35 0.29 0.18 無

P-33 1 N-31 - 方形 0.34 0.25 0.09 無

P-34 1 N-31 - 円形 0.25 0.23 0.26 無

P-35 2 O-32 N-35° -W 楕円形 0.50 0.35 0.22 無

P-36 2 O-32 N-0° 楕円形 0.30 0.22 0.24 無

P-37 2 O-32 N-50° -W 楕円形 0.45 0.37 0.27 無

P-38 2 O-32 - 円形 0.25 0.25 0.19 無 P-39・40 と重複

P-39 2 O-32･P-32 - 円形 0.28 0.27 0.22 無 P-38・40・41 と重複

P-40 2 O-32･P-32 N-0° 楕円形 0.38 0.30 0.21 無 P-38・39・41・42 と重複

P-41 2 O-32
P-32 N-0° 楕円形か [0.17] [0.13] [0.10] 無 P-39・40・42 と重複

P-42 2 O-32
P-32 N-42° -E 隅丸長方形 [0.44] 0.25 0.14 無 P-40・41・43 と重複

P-43 2 P-32 N-46° -E 隅丸長方形 [0.50] 0.28 0.09 無 P-42 と重複

P-44 2 P-32 N-0° 楕円形 0.36 0.30 0.15 無

P-45 2 P-32 N-0° 楕円形 0.32 0.26 0.12 無

P-46 2 O-33 N-0° 楕円形 0.34 0.29 0.20 無

P-47 2 P-33 N-0° 楕円形 0.52 0.42 0.21 無

P-48 2 P-33 N-5° -W 長方形 0.43 0.21 0.08 無

P-49 2 P-33 - 円形 0.23 0.23 0.02 無

P-50 2 P-33 N-0° 楕円形 0.23 0.15 0.10 無

P-51 2 P-33 N-0° 楕円形 0.32 0.26 0.08 無 SK-60 より新

P-52 2 P-33 N-0° 楕円形 0.24 0.21 0.15 無 SK-60 より新

P-53 2 P-33 N-0° 楕円形 0.35 0.30 0.12 無

P-54 2 P-33 N-48° -W 楕円形 0.34 0.25 0.14 無

P-55 2 P-33 - 円形 0.18 0.18 0.12 無

P-56 2 P-33 N-77° -E 楕円形 0.38 0.25 0.18 無 SK-13 より新
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３　遺ߏ֎の遺物

　表土中から出土したものを掲載する。

̛区Ҩߏ֎ͷҨ（第 178図、第 105表）

　須恵器の坏が表土中から出土している。

1 2 3

SK-2 SK-9遺構外
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

178 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径　6.6 
器高［1.6］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 5Y7/1 
灰白

砂粒少量、赤
色粒子若干

不良 体部下端 手持ちヘラケズリ 
底部 ヘラ切り後ヘラケズリ

底部 1/3
残存

覆土中 F区 SK-2 
No.1

益子産

178 2 須恵器 
坏

口径　13.4 
底径　7.8 
器高　3.7

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切後ヘラケズリ

口縁部
1/4 欠損

表土中 F区 
北フク土

益子産

178 3 鉄製品 
鎹か

長［3.57］ 
幅　0.76 
厚　0.50 
重　2.68

一部残存 覆土中 F区 SK-9

P-57 2 P-33 N-0° 楕円形 0.38 0.35 0.18 無 SK-13 より新

P-58 2 P-33 N-16° -W 楕円形 0.41 0.27 0.12 無 SK-13 より新

P-59 2 P-33 N-32° -E 楕円形 0.51 0.31 0.12 無

P-61 2 O-32 - 不整円形 0.50 0.44 0.12 無 SK-8・11・12 より新I I | I | |I  I|I  I 

こ 言 ／三

゜



－ 239 －

第 10節　G・N区

第１̌節　̜ɾ̣区

　Ｇ区とＮ区を同時に調査したため、遺構番号はＧ区からの通し番号で付されているため、まとめて報告する。

I J K L M N
24

25

26

27

28

29

30

31

32

80.2m
80.4m

80.6m
80.8m

82.4m

82.0m

82.2m

81.0m
81.2m

81.4m
81.6m

81.8m

80.4m
80.6m

80.8m

81.0m
81.2m

81.4m
81.6m

81.8m
82.0m

82.2m
82.4m

82.6m

SI-1

SI-2

SI-3

SI-4

SI-5

SI-6

SI-8b
SI-8a

SI-38

SI-40

SI-41

SI-42

SI-44

SI-43

SI-47

SI-71 SI-72

SI-73

SK-7

SK-17

SK-19

SK-27

SK-36

SK-53
SK-56

SK-114
SI-46

SK-57

SK-51

SK-52

SK-26SK-26

SK-37

SK-54

SK-64

SK-76
SK-95

SK-77

SB-79

SK-85

SK-81

SA-48

SD-20

SD-24

SD-74

SK-101

SD-75

SD-25

SD-45b

SD-45a

G区

N区

F区

M-6区

M-7区
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第 3章　小泉分校裏遺跡

G・N区は台地の西側斜面に立地する。82.4mラインで段差が作られており、削平されている。両区併せて、

竪穴建物跡 19軒、掘立柱建物跡１棟、柵列１列、溝６条、土坑 21基、ピット 48基が確認されている。

１　竪穴建物跡

　竪穴建物跡は台地の緩斜面上と台地の落ち際にも造られている。

̜区 SI- １（第 180 図、第 106・107 表、図版五二 ・ 一二八 ・ 一四九）　

　Ґஔ　調査区中央部にあたる J・K-27 グリッドに位置する。　ॏෳ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

に長い長方形で、東西 4.5 ｍ、南北 3.95 ｍ、面積は 17.78 ㎡、壁は遺存状況の良い部分で 30㎝ほどである。

　ओ࣠ํ　N-90° -E　෴　地山由来のロームブロックを多量に含む土が堆積している。　ΧϚυ　東壁

南東隅寄りに位置しており、砂礫を含む灰色粘土を積んで構築した袖と、両袖に挟まれた燃焼部、そして竪

穴壁より短く延びて立ち上がる煙道で構成される。袖は幅 40㎝、高さ 34㎝、竪穴壁からの長さ 50㎝、両

袖間の幅 45㎝である。カマドの掘方は深さ 10㎝ほどで、暗褐色土を使用して埋め戻されている。　চ໘　

わずかな凹凸があるが平坦となっている。踏み締まりによるとみられる硬化が認められる。大半は地山であ

るローム層を床面としているが、部分的に貼床が認められる。　ப݀　確認されていない。　ग़Ҩ　土

師器鉢１点、須恵器坏３点、蓋２点、甕１点、石製品１点、石１点、焼粘土塊１点、鉄製品 1点を図示した。

６は蓋の天井部で、「大」と推測される刻書が確認された。８は砥石か。９はカマドの周辺から出土した小さ

第 10� ද　(۠�୦݀ݐܭଌද

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 東西 
（m）

南北 
（m）

深さ 
（m） ピット 炉 カマド 貯蔵穴 壁溝 間仕 

切溝
出土 
遺物 重複関係

SI-1 SI-1 J-27 
K-27 N-90° - Ｅ 長方形 4.50 3.95 0.30 無 無 有 無 無 無 有

SI-2 SI-2 K-30･31 
L-30･31 N-10° - Ｅ 方形 4.50 4.30 0.23 6 無 有 有 有 無 有 SI-3 より古 

SI-4 より新

SI-3 SI-3 K-31･L-31 N-24° - Ｗ 方形か 4.20 [1.70] 0.23 2 無 無 無 無 無 有 SI-2･4 より新

SI-4 SI-4 K-30･31 
L-30･31 N-24° - Ｗ 方形か [5.80] [3.90] 0.23 4 無 有 無 有 無 有 SI-2･3、SK-37 より古

SI-5 SI-5 J-27 N-143° - Ｅ 方形 2.80 3.20 0.20 8 無 有 無 有 無 有 SK-7 より古

SI-6 SI-6 I-27･28 
J-27･28 N-95° - Ｅ 方形 3.30 2.90 0.50 2 無 有 無 無 無 有 SK-27 より新

SI-8a S-8 Ｋ -28･29 N-6° - Ｅ 長方形 [3.60] [5.00] 0.40 1 無 有 無 有 無 有 SI-42 より新
P-94·113 と重複

SI-8b S-9 Ｋ -28･29 N-20° - Ｗ 長方形か (4.60) [5.00] - 5 無 有 無 無 無 無

SI-38 SI-38 K-31 N-10° - Ｅ 方形か [1.30] [3.50] 0.20 無 無 有 無 無 無 有

SI-40 SI-40 K-27･L-27 N-20° - Ｗ 方形か [3.00] 7.0 0.50 2 無 無 無 有 無 有 SI-41 より古 SK-85 よ
り新

SI-41 SI-41 K-27･L-27 N-90° - Ｅ 正方形 3.20 3.20 0.30 3 無 有 無 有 無 有 SI-40 より新 
P-60 と重複

SI-42 SI-42 K-28 N-45° - Ｗ 方形か [2.20] [3.80] 0.10
未満 無 無 無 無 無 無 有 SI-8･SD-45a より古

P-94·113 と重複

SI-43 SI-43 K-27･28 
L-27･28 N-10° - Ｅ 長方形 4.60 3.90 0.20 4 無 2 無 無 無 有 SK-54 より古

SI-44 SI-44 L-28･29 
M-28 N-25° - Ｅ 方形 7.40 7.00 0.25 10 無 有 有 有 無 有 SD-45a·b より古

P-70 と重複

SI-46 SI-46 M-30･N-30 N-17° - Ｅ 方形か [2.50] [3.00] 0.20 2 無 有 無 有 無 有

SI-47 SI-47 L-30 不明 方形か [2.60] [2.00] 0.35 1 無 無 無 有 無 有

SI-71 SI-71 H-28･29 
I-28･29 N-102° - Ｅ 方形か (5.00) (5.00) 0.05 無 無 有 無 無 無 有 SI-72 より新

SI-72 SI-72 I-28･29 N-15° - Ｅ 長方形か [3.50] 3.50 0.40 3 無 有 無 無 無 有 SI-71 より古 
SD-74 より新

SI-73 SI-73 H-29･30 
I-29･30 N-0° 方形か [2.80] 5.30 0.45 2 無 有 有 無 無 有 SK-95 と重複
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な石か。薄く、研磨されている。カマドの袖の前に出土する。10は焼粘土塊で、スサの痕跡がみられる。こ

のほかに土師器坏 26点 194 ｇ、甕 92点 1311 ｇ、須恵器坏 17点 141 ｇ、高台付坏１点２ｇ、蓋４点 69ｇ、

甕９点 476 ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀後半。

A A'

B
B'

D
D'

C C'

D
D'カマド掘方カマド

SI-1

粘土・焼土

　

4

1

7

3

1

A A'

D
D'

B
B'

C C'

C C'

1 24
2

4

カ
マ
ド

1
3

1

4

5
6

7

8

9

1010

9

10

1

4

8

2

11

3
1

4 7

1

3

1

3

SI-1
１　暗褐色土　ローム粒子・褐色粒子・白色粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　・KP 粒子やや多量。しまりあり。
２　淡褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量、KP 粒子少量。
　　　　　　　しまりややあり。　　
３　黒褐色土　ローム粒子・白色粒子少量、褐色粒子微量。しまりあり。
４　褐色土　　ローム粒子・ロームブロック・KP 粒子・KP ブロック
　　　　　　　多量、白色粒子やや多量。（貼床）

SI-1　カマド
１　黒褐色土　　ローム粒子・白色粒子多量、粘土粒子やや多量、ロームブロック
　　　　　　　　・焼土粒子少量、焼土ブロック微量。しまりあり。
２　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量、焼土粒子少量。しまりあり。
　　　　　　　　（天井崩落土）
３　暗灰褐色土　粘土ブロック・粘土粒子やや多量、ローム粒子・ロームブロック
　　　　　　　　やや少量、焼土粒子少量。しまりあり。（天井崩落土）
４　暗褐色土　　ロームブロック・焼土粒子・焼土ブロックやや多量、ローム
　　　　　　　　少量、白色粒子微量。しまりやや欠ける。
５　暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック・白色粒子少量、焼土粒子微量。
　　　　　　　　しまりややあり。
６　灰褐色土　　ローム粒子・白色粒子やや多量、焼土粒子少量。しまりやや
　　　　　　　　あり。

７ 暗灰褐色土　ロームブロックやや多量、白色粒子・ローム粒子・焼土ブロッ
 　　　　　　ク少量、焼土粒子微量。しまりあり。
８ 暗褐色土　　ローム粒子・KP 粒子やや多量、ロームブロック・焼土粒子
 　　　　　　少量。しまり欠ける。（火床の堆積土）
９ 灰色粘土　　焼土ブロック多量、ロームブロックやや多量、砂礫混入。
 　　　　　　しまりあり。（袖）
10 淡灰褐色土　ローム粒子・KP 粒子やや多量、KP ブロック少量。しまり
 　　　　　　ややあり。（掘方埋土）
11 黒褐色土　　焼土粒子多量、ローム粒子・焼土ブロックやや多量、ローム
 　　　　　　ブロック・KP 粒子少量。しまりあり。（掘方埋土）　

� �N�ɿ��
-������N

� �N�ɿ��
-������N
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

181 1 須恵器 
坏

口径（12.6） 
底径［8.8］ 
器高　3.8

外面 2.5Y7/2 
灰黃 
内面 2.5Y7/3 
浅黄

砂粒・礫少量 良好 底部 刻書あり
「十」か

底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部
1/4 残
存、底部
完存

カマド
内

G区 SI-1 
カマド 1

益子産

181 2 須恵器 
坏

口径（14.0） 
底径（7.5） 
器高［3.8］

2.5Y7/2 
灰黃 

砂粒・礫微量 良好 ロクロ目顕著 口縁～体
部 1/5、
底部一部
残存

覆土中 G区 SI-1 
NE

益子産

181 3 須恵器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［3.3］

外面 2.5Y6/1 
黄灰 
内面 10YR6/2 
灰黄褐

砂粒微量 良好 体部下端 回転ヘラケズリ 口縁部
1/3 残存

カマド
付近

G区 SI-2 
カマド・
カマド 2

産地不明

181 4 土師器 
鉢

口径（19.2） 
底径（6.0） 
器高　9.1

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫多量、
白雲母微量

良好 内面 一部黒化 口縁部 ヨコナデ 
体～底部 ナデ

口縁・底
部 1/4 残
存

覆土中 G区 SI-1 
No.1

181 5 須恵器 
蓋

口径（18.0） 
底径　- 
器高　4.0

2.5Y6/3 
にぶい黄 

砂粒・礫・白
雲母若干

良好 ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ

つまみ完
存、口縁
部 1/5 残
存

覆土中 G区 SI-1 
NE

益子産

181 6 須恵器 
蓋

口径　- 
器高［1.5］

外面 5Y4/2 
灰オリーブ 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒少量 良好 刻書あり「大」
か

一部残存 覆土中 G区 SI-1 
SE

益子産

181 7 須恵器 
甕

口径　- 
器高［10.0］

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 10YR4/4 
褐

砂粒少量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 当具痕

胴部一部
残存

床上約
12㎝

G区 SI-1 
No.4

益子産

181 8 石製品
砥石か

長　12.0 
幅　8.0 
厚　4.5 
重　412.83

砂岩 被熱 研磨面 1面 一部残存 覆土中 G区 SI-1 
SE

181 9 石
（用途不明）

長　4.05 
幅　1.46 
厚　0.39 
重　3.77

砂岩 被熱か 完存 カマド
付近

G区 SI-1 
カマド

□ こ ／

＼ニー／＇

こ □｀ 油

_ -0|0 
く⇒

口
口

□□ー、
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̜区 SI- ２（第 182~184 図、第 106・108 表、図版五三 ・ 一二八）　

　Ґஔ　調査区南部にあたるＫ・Ｌ -30・31 グリッドに位置する。　ॏෳ　SI- ３より古く、SI- ４より新し

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向にわずかに長い方形で、東西 4.5 ｍ、南北 4.3 ｍ、面積は 19.35 ㎡、壁は

遺存状況の良い部分で 23㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　෴　竪穴の大部分は地山由来のロー

ム粒子を多く含み、しまりの強い明褐色土または黒褐色土で覆われている。　চ໘　東～南壁際では貼床が

SI-2

SI-3

SI-4

SI-3

SI-4

掘方

調査区外

調査区外

焼土

粘土

P3

P2

P6

P1

P4

P5

P3

P2

P6

P1

P4

P5

P7

A A'

C
C'

D
D'

E E'

B

B'

A A'

B

B'

10

3
4

7

8

9

9 9

910

15

16

12

11

12 14

14

1312

14

1 2
56

3

1

4
7

2
カ
マ
ド

7
8

SI-4

P3P4

P6

P1 P2C C'

A A'

B
B'

D D'

E E'

34

87
10

SI-2
１ 暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック・炭化物粒子多量、白色粒子・
 　　　　　　褐色粒子少量。しまりあり。
２ 黒褐色土　　ローム粒子・白色粒子多量、褐色粒子やや多量、ローム
 　　　　　　ブロック・炭化物粒子少量。しまりあり。
３ 淡灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック・白色粒子少量。しまりあり。
４ 暗褐色土　　炭化物粒子やや多量、ロームブロックやや少量、ローム粒子・
 　　　　　　白色粒子・粘土ブロック少量。しまりやや欠ける。
５ 暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや多量、KP 粒子やや少量。
 　　　　　　しまりやや欠ける。
６ 暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック多量。しまりあり。
７ 明褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。（貼床）
８ 灰色土　　　粘土粒子・砂礫多量、ロームブロック・KP 粒子やや多量、
 　　　　　　焼土粒少量。しまりあり。（P7覆土）
９ 淡灰褐色土　ロームブロック多量、ローム粒子・KP 粒子やや多量。
 　　　　　　しまりややあり。
10 黄褐色土　　ローム粒子多量、炭化物粒子微量。しまりやや欠ける。
11 黄褐色土　　ローム粒子・ロームブロック・KP 粒子・KP ブロック多量。
 　　　　　　しまりやや欠ける。
12 暗褐色土　　ローム粒子多量、KP 粒子やや多量、ロームブロック・
 　　　　　　炭化物粒子少量。φ10 ㎜くらいの炭化物材やや多量。
 　　　　　　しまりやや欠ける。（柱痕跡）
13 淡灰褐色土　ロームブロックやや少量、ローム粒子・KP 粒子・粘土
 　　　　　　ブロック・炭化物粒子少量。しまりやや欠ける。
14 暗黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック・KP 粒子少量。しまり
 　　　　　　欠ける。
15 灰褐色土　   ローム粒子少量、KP 粒子微量。しまりやや欠ける。
16 黒褐色土　   ローム粒子微量。しまり欠ける。
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第 3章　小泉分校裏遺跡

施されており、全体的に平坦となっている。東壁および北壁カマド左脇には幅 20～ 30 ㎝、深さ 15㎝ほど

の壁溝が掘られている。　ப݀　７基確認した。このうち P1～ 4が主柱穴、P5が貯蔵穴、P6が入口施設、

P7 が床下土坑である。主柱穴とした P1～ 4はいずれも平面形は円形を基調としており、P1 が長軸 70 ㎝、

短軸 60㎝、深さ 65㎝、P2 が長軸 55 ㎝、短軸 53㎝、深さ 60㎝、P3 が長軸 67 ㎝、短軸 60㎝、深さ 80

㎝、P4 が長軸 60 ㎝、短軸 56 ㎝、深さ 65 ㎝である。またいずれも直径 15～ 20 ㎝ほどの柱痕跡が確認さ

れている。入口施設とみられる P6は南壁中央手前に位置しており、平面形は円形で長軸 40㎝、短軸 35㎝、

深さ40㎝である。床下土坑であるP7は、竪穴中央南寄りに位置しており、掘方埋土（貼床）と堆積する土（８層）

が異なることから、独立した床下土坑とした。平面形は東西方向に長い隅丸長方形で、長軸125㎝、短軸85㎝、

深さ 27㎝、底面や壁は凹凸が認められ、砂礫や粘土粒子・焼土粒子を含む灰色土で埋められていた。　ஷଂ

4

9

カマド掘方

カマド

1
2

焼
土

5

1

2
3

4

5
66

4

7

焼土
8

8

4
9

9
4

F F'
G

G'

G
G'

F F'

F F' G
G'

F F'

G
G'

SI-2　カマド
１　灰褐色土　　ローム粒子・ロームブロック・粘土粒子少量、焼土
　　　　　　　　粒子微量。しまりあり。
２　暗灰褐色土　粘土粒子・粘土ブロック多量、ローム粒子やや多量、
　　　　　　　　焼土粒子少量。しまりあり。（天井崩落粘土多量）
３　暗褐色土　　ローム粒子・粘土粒子やや多量、粘土ブロック・
　　　　　　　　焼土粒子少量。しまりややあり。（天井崩落土）
４　暗灰褐色土　ローム粒子多量、粘土ブロックやや少量、ローム
　　　　　　　　ブロック・粘土粒子・焼土粒子少量。しまりやや
　　　　　　　　欠ける。（天井崩落土  住居覆土と天井粘土の混合土）
５　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック・焼土粒子・粘土
　　　　　　　　粒子少量。しまりやや欠ける。
６　灰色粘土　    砂礫混入。ロームブロック少量。しまりあり。 （袖）
７　灰色土　　    砂礫混入。ロームブロック少量。しまり欠ける。
　　　　　　　    （袖崩落土）
８　褐色土　　　ロームブロック・焼土ブロック多量、KPブロック
　　　　　　　　やや多量、KP粒子少量。しまりややあり。（掘方埋土）
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第 10節　G・N区

݀　貯蔵穴とみられる P5はカマド右脇にあたる竪穴北東隅に位置し、平面形は楕円形で、長軸 65㎝、短軸

60㎝、深さ 10㎝ほどの浅い掘り込みである。　ΧϚυ　北壁中央部に位置しており、砂礫が混ざる灰色粘

土で構築した袖と燃焼部と煙道が遺存していた。袖は幅 40㎝、高さ 25㎝、竪穴壁からの長さ 85㎝、両袖

間の幅 45㎝である。燃焼部は底面および袖の内側が熱変化しており、表面は固くなるほど強く焼土化してい

る。覆土の観察から天井の崩落土が厚く堆積しており、カマドの機能停止後も天井がそのまま遺存していた

可能性がある。掘方は深さ 17㎝ほどであり、褐色土で埋められていた。　ग़Ҩ　土師器坏１点、甕１点、

須恵器坏６点、蓋１点、壺１点、石１点、焼粘土塊２点を図示した。８は蓋で、刻書なのか縦線が確認され

た。11は流れ込みの可能性も考えられる。12・13 の焼粘土塊は指頭痕が確認できる。このほかに土師器坏

43点 244 ｇ、皿１点 14ｇ、甕 174 点 2248 ｇ坏 42点 292 ｇ、蓋６点 77ｇ、甕７点 157 ｇが出土している。

。８世紀前半　ظ࣌　

1

2

3
4 5

6 7
8

9

10

11
12

13
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

184 1 土師器 
坏

口径（11.9） 
底径　- 
器高［2.4］

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒若干 良好 内外面 黒色処理 内外面 ナデ 口縁部
1/5 残存

覆土中 G区 SI-2

184 2 須恵器 
坏

口径（15.8） 
底径（8.8） 
器高　4.9

2.5YR5/8 
明赤褐

砂粒少量 不良 内外面 ロクロナデ 
底部 ヘラ切り後ナデ

1/4 残存 カマド
内

G区 SI-2 
カマド袖・
掘方

益子産

184 3 須恵器 
坏

口径　12.6 
底径　8.0 
器高　3.9

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 刻書あり 底部 ヘラ切り後ナデ 完形 床面直
上

G区 SI-2 
No.3

益子産

184 4 須恵器 
坏

口径　15.0 
底径　5.0 
器高　4.7

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y7/3 
浅黄

砂粒・礫少量 やや
不良

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

ほぼ完形 床上約
10㎝

G区 SI-2 
カマド No.1

益子産

ロニロコ
こ＼，翠
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̜区 SI- ３（第 185・186 図、第 106・109 表、図版五三 ・ 五四 ・ 一二八）　

　Ґஔ　調査区南部にあたるＫ・Ｌ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ２・４と重複しており、本遺

構が最も新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南側の大部分が調査区外のため詳細は不明であるが、方形を基調とし

た竪穴建物跡と考えられる。確認できた範囲で、東西 4.2 ｍ、南北 1.7m以上、壁は遺存状況の良い部分で

23㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -24° - Ｗ　෴　明灰褐色土が堆積しており、含まれるローム粒子の量や土

のしまりの強弱で２層に分層した。　চ໘　確認された範囲においては、貼床は認められず、地山であるロー

ム層を床面としている。凹凸は少なく平坦となっている。　ப݀　床面中央にあたると思われる部分（P1）

と北壁中央（P2）で確認した。P1は床下土坑で大半が調査区外であるが、おそらく東西方向に主軸をもつ長

方形とみられる。長軸 130 ㎝、短軸 55㎝、深さ 24㎝である。P2は南北方向に長い楕円形で南側が１段深

く掘り込まれている。長軸 42㎝、短軸 24㎝、深さ 20㎝である。　ΧϚυ　確認された範囲では確認でき

なかった。　ग़Ҩ　土師器坏１点、甕１点を図示した。１は被熱しているのか、内面が荒ている。２は

底部がよく焼けて赤化している。このほかに土師器坏 44点 266 ｇ、埦１点３ｇ、甕 103 点 1202 ｇ、須恵

器甕 23点 158 ｇが出土している。　6　ظ࣌世紀。

̜区 SI- ４（第 185・186 図、第 106・109 表、図版五四 ・ 五五 ・ 一二九）　

  Ґஔ　調査区南部にあたるＫ・Ｌ -30・31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-2・3、SK-37 と重複しており、

本遺構が最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南側が重複および調査区外のため詳細不明であるが、方形を基調と

した竪穴建物跡とみられる。確認できた範囲で東西 5.8 ｍ以上、南北 3.9 ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分

で 23㎝ほどである。　ओ࣠ํ　推定ラインでＮ -24° - Ｗ　෴　重複によって遺存状況が良くないが５

層確認した。地山由来のローム粒子が全体的に多く含まれている。　চ໘　貼床などは確認されず、地山で

あるローム層を床面としており、平坦となっている。北壁西側では幅 25 ㎝、深さ 15 ㎝の壁溝が認められ

184 5 須恵器 
坏

口径（14.0） 
底径（9.4） 
器高　4.0

5Y6/2 
灰オリーブ

砂粒微量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部
1/8、底
部 1/5 残
存

覆土中 G区 SI-2 
NW・SW

益子産

184 6 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（10.0） 
器高　3.5

外面 2.5Y6/2 
灰黃 
内面 10YR6/3 
にぶい黃橙

砂粒少量 良好 底部 ヘラ切り後ナデ 1/4 残存 覆土中 G区 SI-2 
NE

三毳産か

184 7 須恵器 
坏

口径（13.4） 
底径（9.0） 
器高　3.2

2.5Y8/1 
灰白

砂粒少量 良好 体部下端 手持ちヘラ
ケズリ 
底部 手持ちヘラケズ
リ

1/4 残存 床面直
上

G区 SI-2 
No.5

三毳産か

184 8 須恵器 
蓋

口径（14.6）
底径　- 
器高　3.8

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒少量 良好 天井部 回転ヘラケズ
リ

完形 床面直
上

G区 SI-2 
No.1

益子産

184 9 須恵器 
壺

口径（10.4） 
底径　- 
器高［5.7］

5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒多量 不良 口縁～体
部 1/4 残
存

カマド
付近

G区 SI-2 
カマド No.2

益子産

184 10 土師器 
甕

口径　- 
底径（5.0） 
器高［1.7］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 5YR6/8 
橙

砂粒・礫多量 良好 刻書か 
木葉痕残る

外面 ケズリ 
内面 ナデ

底部ほぼ
完形

床面約
10㎝

G区 SI-2 
No.2

184 11 石
（用途不明）

長　6.5 
幅　5.4 
厚　2.0 
重　96.4

安山岩 一部欠損 覆土中 G区 SI-2 
NE

磨石か
流れ込みか

184 12 焼粘土塊

長　5.9 
幅　4.8 
厚　3.4 
重　63.95

完存 覆土中 G区 SI-2 
NE

184 13 焼粘土塊

長　3.3 
幅　2.0 
厚　1.0 
重　5.31

指頭痕残る 完存 覆土中 G区 SI-2 
NW
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SI-2

SI-4
SI-3・4

SI-3

P1b

P1a
P2

P3

P4

SK-37

SI-3 P2

SI-3 P1
調査区外

焼土

A
A'

B
B'

C
C'

E E'

F F' G G'
H

H
'

DD

D'

J
J'

L
L'

I I'

K

K'

J
J'

I I'

SI-4カマド SI-4カマド掘方

焼土

2

3

4

5

9

6 10

8

7

SI
-4
 P
3

カ
マ
ド

2
3

2
3

4

4

4
5 6 7

8

10

9 1110
12 16

16
13 17

18
19

20
14

15

1

SI-3 P1 SI-4 P2

SI-3SI-4

SI-4 P1bSI-4 P1a

SI-4

SI
-3

SI
-4

調
査
区
外

調 査 区 外 H
H
'

G G'E E' F F'D D'

C
C'

B B'

A A'

K K'

I I'

J
J'

L
L'

I I'

J
J'

58 8

8 8 8 8

1

46

1

2

3
4

5
7

9

10

10

石 石

2

2

9

5

3 4

6･10

7

SI-3・4
１ 表土　　　　耕作土
２ 暗灰褐色土　ローム粒子少量。
 　　　　　　しまりあり。
３ 暗灰褐色土　ローム粒子・ローム
 　　　　　　ブロックやや多量、
 　　　　　　炭化物粒子微量。
 　　　　　　しまりややあり。
４ 暗褐色土　　ローム粒子やや少量、
 　　　　　　焼土粒子微量。
 　　　　　　しまりあり。
５ 暗褐色土　　ローム粒子やや多量、
  　　ロームブロック少量。
  　　しまりややあり。
６ 暗灰褐色土　ローム粒子多量、
 　　　　　　ロームブロックやや
 　　　　　　多量、炭化物粒子少
  　　量、焼土粒子微量。
  　　しまりあり。
７ 黒褐色土　　ローム粒子多量、ロー
  　　ムブロック・焼土粒
 　　　　　　子やや多量、炭化物
  　　粒子やや少量。しま
  　　りややあり。

８ 暗灰褐色土　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。
　　　　　　　　しまりあり。
９ 灰褐色土　　ロームブロック多量、ローム粒子やや多量。
 　　　　　　しまり欠ける。
10 黒褐色土　　ローム粒子少量。しまり欠ける。
11 暗灰褐色土　ローム粒子やや少量、ロームブロック
 　　　　　　少量。しまりやや欠ける。
12 淡灰褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。
13 暗褐色土　　KPブロックやや多量、ローム粒子少量。
 　　　　　　しまりやや欠ける。
14 黒褐色土　　ローム粒子やや少量。しまりやや欠ける。
15 淡灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量、KPブ
　　　　　　　　ロックやや多量。しまりやや欠ける。
16 暗褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少
 　　　　　　量。しまりあり。
17 黒褐色土　　ロームブロックやや多量、ローム粒子やや
 　　　　　　少量、KP粒子少量。しまりやや欠ける。
18 灰褐色土　　ローム粒子・礫多量、粘土粒子・粘土ブ
 　　　　　　ロックやや多量。しまりあり。
19 灰黄褐色土　粘土粒子・粘土ブロック多量、ローム粒子
 　　　　　　少量。しまりあり。
20 淡灰褐色土　粘土粒子多量、ローム粒子・粘土ブロック
 　　　　　　少量。しまりややあり。

SI-4　カマド
１　淡灰褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック・焼土粒子やや少量、
　　　　　　　　粘土粒子少量。しまりややあり。
２　淡赤褐色土　ローム粒子・焼土粒子やや多量。しまりあり。
３　淡灰色土　　焼土粒子・粘土粒子多量、ロームブロック・粘土ブロック
　　　　　　　　やや多量、ローム粒子やや少量。しまりあり。
４　淡灰褐色土　ローム粒子・粘土粒子・焼土粒子・粘土ブロック少量、砂礫
　　　　　　　　多量。しまりあり。
５　淡灰褐色土　粘土粒子やや少量、ローム粒子・焼土粒子・砂礫少量。
　　　　　　　　しまりあり。

６ 赤褐色土　　焼土粒子・焼土ブロック・粘土粒子多量、ローム粒子・砂礫
　　　　　　　　やや多量。しまりあり。
７ 淡灰褐色土　ローム粒子やや少量、粘土粒子少量、焼土粒子微量。しまり
　　　　　　　　ややあり。
８ 灰色土　　　ロームブロック・粘土粒子・粘土ブロック・砂礫多量、ロー
　　　　　　　　ム粒子やや多量。しまりあり。（袖）
９ 灰色土　　　ローム粒子・ロームブロック・焼土ブロック・粘土粒子・
　　　　　　　　粘土ブロック・砂礫多量。しまりあり。
10 暗赤褐色土　地山ロームまたは掘方埋土が焼土化したもの。
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第 3章　小泉分校裏遺跡

る。　ப݀　４基確認した。 P1・2は主柱穴とみられる。南北方向に長い楕円形で建て替えによって２時

期の柱穴が重複しているものと思われる。覆土等の様相から南から北へ建て替えたものとみられる。P1が長

軸 60㎝、短軸 35㎝、深さは北側が 75㎝、南側が 35㎝である。P2が長軸 60㎝、短軸 40㎝、深さ 30㎝

である。P3は P1 の南東側に位置しており、平面形は楕円形で長軸 110 ㎝、短軸 100 ㎝、深さは 20㎝であ

る。底面は丸みを帯び、壁は緩やかに立ち上がっている。内部にはカマドに使用される粘土が堆積しており、

カマドに使用する粘土貯蔵のための穴の可能性が考えられる。P4 は P3 に隣接しており、直径 25㎝ほどの

円形で深さ 17㎝ほどである。　ΧϚυ　北壁中央に位置しており、砂礫を多く含む灰色土を積んで構築した

袖と両袖に挟まれた燃焼部が遺存していた。袖は幅 45㎝、高さ 20㎝、竪穴壁からの長さ 110 ㎝、両袖間の

幅 50㎝である。袖の先端部には芯材とみられる角礫が立てられた状態で埋め込まれていた (K-K')。７の高坏

1

2

3 4 5 6

7

9

8

10

� ��DN�ɿ�

SI-3

SI-4
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第 10節　G・N区

が支脚として使用され、ほぼ原位置で確認されている。燃焼部は底面および袖の内側が焼土化している。煙

道は外に延びない。掘方は深さ５㎝前後の浅い掘り込みだが、袖先端部の角礫が埋め込まれる部分のみ、さ

らに 15㎝ほど掘り下げられている。覆土の観察では、天井の崩落土（１· ３· ４· ５層）が燃焼部を覆ってお

り、カマドの機能停止直後に天井が崩落したものとみられる。　ग़Ҩ　土師器坏４点、高坏１点、甑１

点、甕２点を図示した。３は器面があばた状になり、荒れている。５は内外面漆仕上げが施される。７は脚

部が棒状になっている。９は外面が特に荒れ、10も荒れて内面があばた状になっている。このほかに土師器

坏 14点 103 ｇ、甕 136 点 1192 ｇ、須恵器坏３点 22ｇが出土している。　６　ظ࣌世紀。

̜区 SI- ５（第 187・188 図、第 106・110 表、図版五五 ・ 一二九）　

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＪ -27 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK- ７と重複しており、本遺構が古

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向にわずかに長い方形で、東西 2.8 ｍ、南北 3.2 ｍ、面積は 8.96 ㎡、壁は遺

存状況の良い部分で 20 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -143° - Ｅ　෴　黒色系の土を中心にレンズ状の

堆積を示しており、自然堆積とみられる。　চ໘　貼床などは認められず、地山であるローム層を床面とし

ている。やや凹凸があり、南北方向に緩く傾斜している。東壁に沿って幅 13㎝、深さ４㎝の壁溝が掘られて

いる。　ப݀　８基確認した。重複する P4・5は北西壁中央に隣接している。P1は P2 より古く、平面形

は円形で、直径 40 ㎝、深さ 22 ㎝である。P4 は楕円形で、長軸 58 ㎝、短軸 50 ㎝、深さ 35 ㎝である。覆

第 10� ද　(۠ 4*��ɾ� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

186 1 土師器 
坏

口径（14.8） 
底径　- 
器高　4.6

7.5YR6/6 
橙

砂粒・赤色粒
子少量

良好 スス付着 
黒斑あり 
底部内面 荒れて
いる 
被熱か

口縁部外面 ヨコナデ　
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデか　

口縁部
5/12 残
存、体～
底部一部
欠損

覆土中 G区 SI-3 
C1 中央 1・
フク土一括

186 2 土師器 
甕

口径　15.3 
底径（8.6） 
器高　16.8

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒・礫多量 やや
不良

口縁～胴部内面 
一部黒化

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

底部 1/4
欠損

P1底
面付近

G区 SI-3 
P1-1

186 3 土師器 
坏

口径（14.6） 
底径　- 
器高　4.4

外面 5YR6/6 
橙 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒多量 良好 内外面 荒れてい
る
被熱か

口縁部外面 ヨコナデ　
体部外面 ヘラケズリ、
一部ナデ 
内面 ヘラミガキ

1/2 残存 床上約
18㎝

G区 SI-4 
No.3 
G 区 SI-3 
C1 中央 1

186 4 土師器 
坏

口径（12.0） 
底径　- 
器高　4.7 
最大径
（13.0）

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒少量、礫
若干 
割れ口に繊
維？あり

良好 口縁部内面 スス
付着

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ 
内面 ヘラケズリ

口縁部
3/4 欠損

床面～
床上約
10㎝

G区 SI-4 
No.4・5

186 5 土師器 
坏

口径（15.2） 
底径　- 
器高　4.0

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒多量 良好 内外面 漆仕上げ
か 
スス付着

口縁部 ヨコナデ 
体部内面 ヘラミガキ

底部 1/4
残存

床上約
15㎝

G区 SI-4 
No.8

186 6 土師器 
坏

口径（12.0） 
底径　- 
器高［4.2］

2.5YR5/6 
明赤褐

砂粒微量 良好 口縁部外面 ヨコナデ後
ヘラミガキか 
体部外面 ナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
1/2 残存

カマド
上層

G区 SI-4 
カマド 5・
カマド・SE

186 7 土師器 
高坏

口径　- 
底径（11.3） 
器高［11.1］

外面 7.5YR7/4 
にぶい橙 
内面 5YR6/6 
橙

砂粒微量 良好 内面 ヘラの当た
り痕

外面 ナデ 
坏部内面 ヘラミガキ 
裾部 ヨコナデ

脚部残存 床面直
上

G区 SI-4 
カマド 9

186 8 土師器 
甑

口径　- 
底径（8.3） 
器高［14.2］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 5YR4/4 
褐

砂粒・礫微量 良好 外面 荒れている 内外面 ミガキに近いナ
デ 

胴～底部
1/3 残存

カマド
付近

G区 SI-4 
カマド 4・
カマド 6・
カマド 7・
カマド

186 9 土師器 
甕

口径（16.0） 
底径　6.0 
器高（15.9）

外面 7.5YR4/4 
褐 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒・礫少量 やや
不良

脆い・剥離あり 
内面口縁部付近 
黒化

口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ 
底部付近 ケズリ 
内面 ヘラナデ

口縁部
5/6､ 体
部 1/3､
底部 2/3
残存

床面直
上

G区 SI-4 
No.2

図上復元

186 10 土師器 
甕

口径（20.0） 
底径（9.0） 
器高　33.0 
最大径
（28.8）

外面 7.5YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR4/2 
灰黄褐

砂粒・礫少量 良好 内外面 荒れてい
る

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ、一部ミガキ

口縁～底
部 1/3 残
存

カマド
上層

G区 SI-4 
カマド
No.6・カマ
ド
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土の観察において直径20㎝ほどの柱痕跡が確認されており、柱穴と考えられる。P6は竪穴中央付近に位置し、

長軸 50㎝、短軸 35㎝の楕円形で、深さは 25㎝である。P2は南西壁中央に接して位置している。長軸 60㎝、

短軸 55㎝の楕円形で、深さは 35㎝である。P1は東隅に位置しており、長軸 80㎝、短軸 67㎝、の楕円形

で、深さは 45㎝である。P8は北東壁に沿って掘られている壁溝内に位置しており、長軸 25㎝、短軸 15㎝

の楕円形で、深さは 15 ㎝である。壁溝と関連する施設とみられる。P7 は P6 と壁溝に挟まれて位置してい

る。長軸 32㎝、短軸 25㎝の楕円形で、深さは 18㎝である。P3は竪穴中央付近に位置しており、長軸 24㎝、

短軸 20㎝の楕円形で、深さは 13㎝である。　ΧϚυ　南東壁中央に位置していたとみられるが遺存状況が

極めて悪く、掘方の残骸を確認したに過ぎない。覆土の観察では袖の残骸とみられる土層が確認されており、

灰褐色土を使用して構築したカマドであったとみられる。　ग़Ҩ　土師器高台付坏２点、甕５点、須恵

器坏 1点を図示した。２と３は内面に黒色処理が施され、２の内面には籾の痕跡も確認できた。このほかに

SK-7
P-100

SI-5

P1

P2

P3

P4
P5

P6P7

P8

A A'

B
B'

C
C'

E
E'

D D'

F
F'

G G'
H

H'

I I'

カマド

SK-7

P-100

K'
K

J J'

4

56
7

8

7

P5 P4P2P2 P6
P1

P4 P3
P7 P8

1
2

3
3

1

2
3

4
5

6

P-
10
0

2 1

4
7

4
9

8
4 5 5

5
5

6
4
5

1
23

A A'
C

C'
D D'

E
E'

F F' G G' H H' I I'

B'
B

J J'

K'
K

4
8
7

5
6

7

7

SI-5
１　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、KP 粒子微量。
　　　　　　　　しまりややあり。
２　暗灰褐色土　ローム粒子・KP 粒子やや多量、ローム粒子やや少量、
　　　　　　　　KP ブロック少量。しまりやや欠ける。
３　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、KP 粒子少量。しまりやや欠ける。
４　黒褐色土　　ロームブロックやや多量、ローム粒子・KP 粒子やや少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。（柱痕跡か）
５　暗灰褐色土　ローム粒子・KP 粒子やや多量、ロームブロックやや少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
６　黒褐色土　　KP 粒子少量。しまりやや欠ける。
７　暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック・KP粒子少量。しまり欠ける。
８　黒褐色土　　KP 粒子やや多量。しまりやや欠ける。
９　暗灰褐色土　ロームブロックやや多量。しまり欠ける。

SI-5　カマド
１　黒褐色土　　KP 粒子やや少量、ローム粒子少量、焼土粒子微量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
２　灰褐色土　　ローム粒子少量、粘土粒子微量。しまりややあり。（袖の残骸か）
３　黒褐色土　　ローム粒子・KP粒子微量。しまりややあり。
４　灰褐色土　　ローム粒子やや多量、KP粒子・粘土粒子やや少量、粘土ブロック
　　　　　　　　少量。しまりややあり。（天井崩落土）
５　淡灰褐色土　ローム粒子・KP粒子多量、KPブロックやや多量。しまりやや
　　　　　　　　欠ける。（掘方埋土）
６　暗褐色土　　ローム粒子・KP粒子・KPブロック多量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　（掘方埋土）
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第 10節　G・N区

土師器坏 25 点 127 ｇ、甕 82 点 1225 ｇ、須恵器坏 27 点 116.38 ｇ、高台付坏３点 29 ｇ、鉢２点 32 ｇ、

甕８点 162 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

1 2 3

4
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8

7

6
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第 188 図　(۠ 4*�� ग़Ҩ࣮ଌ図

第 110 ද　(۠ 4*�� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

188 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.0） 
器高［1.2］

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒微量、赤
色粒子若干

良好 底部 ナデ 体～底部
一部残存

覆土中 G区 SI-5 
南東区

益子産

188 2 土師器 
高台付坏

口径（13.8） 
底径　- 
器高［5.2］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 2.5GY3/1 
オリーブ灰

砂粒少量 良好 内面 黒色処理
籾痕あり

口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
体～底部外面 回転ヘラ
ケズリ 
内面 ヘラミガキ　

口縁部
1/4 残
存、高台
部欠損

覆土中 G区 SI-5 
NW・P12

188 3 土師器 
高台付坏

口径（16.2） 
底径（6.6） 
器高　6.0

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 口縁部外面 ロクロナデ 
体部下端 回転ヘラケズ
リ 
内面 ヘラミガキ
高台貼付

口縁部
1/6、体
部 1/3、
高台部
1/6 残存

覆土中 G区 SI-5 
NE・NW 
G 区 SK-
7･SI-5

188 4 土師器 
甕

口径（23.8） 
底径　- 
器高［14.7］

外面 10YR4/2 
灰黄褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒少量、礫
多量

良好 外面 炭化物付着
内面 スス付着

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/3 残
存

床上約
5㎝

G区 SI-5 
No.4・カマ
ド
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̜区 SI- ６（第 189・190 図、第 106・111 表、図版五六 ・ 一二九 ・ 一四九）　

　Ґஔ　調査区中央部にあたるⅠ・Ｊ -27・28 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-27 と重複しており、

本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向にわずかに長い方形で、東西 2.9 ｍ、南北 3.3 ｍ、面積は 9.57

㎡、壁は遺存状況の良い部分で 50㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -95° - Ｅ　෴　床面を覆う暗褐色土は

地山由来のロームブロックや白色粒子が多く含まれ、しまりが強いので、廃絶後一定の深さまで人為的に埋

められた可能性がある。　চ໘　貼床などは認められず、地山であるローム層を床面としている。凹凸は少

B
B'

A
A'

C
C'

P1 P2

SI-6SK-27

SK-26

SK-36

カマド堀方

E
E'カマド

E
E'

D D'

D D'

4

7

8

6

5 9

1

2

2

1

A A'

B
B'

C
C'

D D'

E
E'

P1

1

2

1
2

3

ド
マ
カ

1

2
3

8

1

2

3

6

7

5

8

9

9

4

5
4

6

7
8

9

4
56

7 8
9

2
1

SI-6
１　黒褐色土　　ローム粒子・白色粒子・炭化物粒子少量。しまりやや欠ける。
２　暗灰褐色土　白色粒子多量、ローム粒子やや多量。しまりややあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、白色粒子やや少量、焼土粒子少量。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。
４　暗灰褐色土　ローム粒子・KP 粒子多量。しまりややあり。

SI-6　カマド
１　黒褐色土　　ローム粒子・KP 粒子少量、焼土粒子微量。しまりややあり。
２　暗褐色土　　ローム粒子・焼土粒子やや多量、KP 粒子・焼土ブロック少量。しまりやや
　　　　　　　　欠ける。（天井崩落土）
３　暗赤褐色土　KP 粒子やや多量、焼土粒子・焼土ブロック多量、ローム粒子少量。しまり
　　　　　　　　ややあり。（天井崩落土）
４　暗黄褐色土　KP粒子・KPブロック多量。しまりやや欠ける。
５　淡灰褐色土　ローム粒子・KP粒子やや多量、焼土粒子少量。しまりあり。
６　暗灰褐色土　焼土粒子やや多量、ローム粒子・KP粒子・焼土ブロック少量。しまりややあり。
７　暗赤褐色土　ローム粒子やや多量、KP粒子少量、焼土粒子多量、焼土ブロック多量、KP
　　　　　　　　ブロックやや多量。しまりややあり。
８　暗赤褐色土　焼土粒子・焼土ブロック・粘土ブロック多量、ローム粒子・KP粒子少量。
　　　　　　　　しまりあり。（袖）
９　褐色土　　　ローム粒子・焼土粒子・粘土ブロック・KP粒子少量。しまりあり。（掘方埋土）
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188 5 土師器 
甕

口径（23.6） 
底径　- 
器高［16.0］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫多量 良好 胴下半 黒化 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/8 残
存

床面直
上

G区 SI-5 
No.9・10・
SW

188 6 土師器 
甕

口径（25.0） 
底径　- 
器高［12.3］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR3/2 
黒褐

砂粒・礫多量 良好 内面 黒化 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ 
内面 ナデ

口縁～胴
部 1/4 残
存

床上約
5㎝

G区 SI-5 
No.10・12・
P1 
G 区 SK-7･
SI-5

188 7 土師器 
甕

口径（21.0） 
底径　- 
器高［14.5］

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 10YR6/4 
明黄褐

砂粒・礫多量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/3 残
存

カマド
底面上

G区 SI-5 
No.2・13・
カマド
No.1・2

188 8 土師器 
甕

口径（24.6） 
底径　- 
器高［12.7］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 10YR6/4 
にぶい黃橙

砂粒少量、礫
多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ
紐積痕一部残る

口縁部
1/3 残存

床上約
3～ 10
㎝

G区 SI-5 
No.6・8・9・
P4・SW・
NW

I □ l ］］ ］ | 

>—==c_-fi—

c 
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、¥
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1 2
3 4

5 6 7

8

9 10

� ��DN�ɿ�
（1～9）

� �DN�ɿ�
（10）
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第 111 ද　(۠ 4*�� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

190 1 土師器 
坏

口径　12.8 
底径　7.0 
器高　3.7

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 N2/0 
黒

砂粒・透明粒
子微量

良好 内面 黒色処理
底部穿孔

口縁～体部外面 ロクロ
ナデ 
体～底部外面 回転ヘラ
ケズリ
内面 ヘラミガキ

口縁全周、体
～底部 2/3 残
存

天井崩
落土中

G区 SI-6 
No.1カマド

190 2 須恵器 
坏

口径（13.9） 
底径（6.8） 
器高　3.8

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒・礫多量 やや
不良

磨滅・剥離あり
脆い
荒れている

底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部 1/6､
体部 1/2､ 底
部 11/12 残
存

天井崩
落土中

G区 SI-6 
No.2カマド

益子産

190 3 須恵器 
坏

口径（13.0） 
底径（6.8） 
器高　4.7

10YR5/3 
にぶい黄橙

砂粒・白色粒
子少量、礫若
干

やや
不良

底部 ヘラ切り後ナデ 2/3 残存 覆土中 G区 SI-6 
NW

益子産

190 4 須恵器 
坏

口径（11.8） 
底径（6.6） 
器高　4.1

外面 5Y4/1 
灰 
内面 7.5YR4/2 
灰褐 
釉 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒・礫微量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部 1/4、
体～底部 1/3
残存

床上約
10㎝

G区 SI-6 
No.1

益子産

190 5 須恵器 
坏

口径（13.4） 
底径　7.0 
器高　4.0

5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫少量 不良 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデか

口縁部 1/3､
体部 2/3､ 底
部 1/12 残存

床面直
上

G区 SI-6 
No.9

益子産

190 6 須恵器 
坏

口径（13.4） 
底径　6.4 
器高　4.4

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 10YR5/4 
にぶい黄褐

砂粒・礫・白
色粒子多量

やや
不良

墨書あり「帀」
か則天文字「天」

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部 1/4、
体部 1/2 残
存、底部完存

床面直
上

G区 SI-6 
No.11・
SE・SW

益子産

190 7 須恵器 
鉢

口径　- 
底径（7.7） 
器高［3.6］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒微量 良好 ロクロ目顕著 
底部 糸切り

体部 1/6、底
部 1/3 残存

床上約
40㎝

G区 SI-6 
No.2

益子産

190 8 須恵器 
甑か鉢

口径　- 
底径　- 
器高［3.4］

外面 5Y4/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒微量、白
雲母多量

良好 口縁～内面 ロクロナデ 
胴部外面 平行タタキ

口縁部一部残
存

床上約
40㎝

G区 SI-6 
No.3

新治産

190 9 土師器 
甕

口径（14.0） 
底径　- 
器高［11.9］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 10YR6/3 
にぶい黄橙

砂粒・白雲母
多量、礫少量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部下半外面 ヘラケズ
リ 
胴部内面 ヘラナデ

口縁部 1/3、
体部 1/6 残存

底面～
床上約
30㎝

G区 SI-6 
No.10・
12・SW

190 10 鉄製品 
釘か

長［3.20］ 
幅　0.80 
厚　0.24 
重　1.81

一部残存 覆土中 G区 SI-6 
NW

ロ疇ロコロ
，忍丞；．
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なく平坦ではあるが、東西方向に緩やかに傾斜する。　ப݀　２基確認した。P1は北西隅付近に位置して

おり、直径 40 ㎝ほどの円形である。深さは 20 ㎝である。P2 は南西隅付近に位置する。東西方向に長い不

整な長方形で、長軸 105 ㎝、短軸 55㎝、深さ 55㎝である。　ΧϚυ　東壁中央に位置している。両袖と燃

焼部と掘方が遺存していた。袖は両袖ともに遺存しているが、右袖の方が良く遺存している。袖規模は、幅

42㎝、高さ 21㎝、竪穴壁からの長さ 90㎝、両袖間の長さ 30㎝である。右袖は掘方埋土上に暗赤褐色土を

積んで構築している。一方左袖は地山であるローム層を土手状に掘り残している様子が確認された。本来は

この上に粘土等を積んで袖を構築していたものと思われる。燃焼部は底面付近の袖内面の一部が焼土化して

いた。掘方は深さ３～５㎝ほどと非常に浅い掘り込みで、地山由来のローム粒子を多く含む暗褐色土で埋め

られていた。　ग़Ҩ　土師器坏１点、甕１点、須恵器坏５点、鉢１点、甑１点、鉄製品１点を図示した。

１は内面に黒色処理が施され、底部外面から穿孔している。２は摩滅が著しく、被熱し、剥落する。1・2は

カマド内の出土である。６は側面に墨書が確認されている。８は須恵器の甑か鉢で、胎土に白雲母が含まれる。

このほかに土師器坏 12点 59ｇ、甑１点 46g、甕 133 点 1502 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後半。　

̜区 SI- ８B・̱（第 191・192 図、第 106・112 表、図版五六 ・ 五七 ・ 一二九）　

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＫ -28・29 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-42 より新しく、P-93・113

との新旧関係は不明である。　確認ঢ়況　調査の工程の都合上、東西を２分する形で調査した。なお中央部

分の幅 60㎝ほどの範囲は未調査（調査区外）となっている。西側はすでに大きく削平されており、壁等は遺

存していなかった。反対に東側は比較的良好な状態で遺存していた。なお西側の竪穴壁が存在していたと思

われる範囲では、不整形なピットや土坑・小溝が位置しているが、これらは竪穴の掘方の一部である可能性

が考えられる。建て替えを行ったのか、別の竪穴建物跡なのか判断できない。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基

調とした竪穴建物跡で、SI-8a は東西 3.6 ｍ以上、南北 5ｍ以上、SI-8b は東西４.6 ｍ前後、南北 5ｍ以上と

みられる。壁は遺存状況の良い東壁で 40㎝ほどである。　ओ࣠ํ　SI-8a は N -6° - Ｅ、SI- 8b は N -20°

- Ｗ　෴　東側で観察をして、４層確認した。このうち壁際に堆積する４層とした暗褐色土の存在から、竪

穴の作り替え（縮小）が行われたと考えられる。　চ໘　遺存状況の良好な東側では貼床などは認められず、

地山であるローム層を床面としている。カマド東側の掘方か住居の掘方に連なる可能性がある。床面にはや

や凹凸がみられる。東壁には幅 20 ㎝、深さ 15 ㎝の壁溝が掘られている。　ப݀　P1 は東壁中央付近に

位置する。長軸 25㎝、短軸 20㎝の楕円形で、深さは 12.4 ㎝ほどである。　ΧϚυ　確認時に SI- ８a の

カマドとした北カマドは、北壁中央に位置しており、灰色粘土を積んで構築された東側の袖と燃焼部の一部、

そして掘方の一部が遺存していた。袖は幅 60㎝、高さ 28㎝、竪穴壁からの長さ 45㎝である。燃焼部には

焼土粒子が集中していたが、袖の内側に焼土化した様子は認められなかった。　ೆΧϚυ　確認時に SI-8b の

カマドと認識した南カマドは、遺存状況が極めて悪く、掘方のみを確認した。平面形は東西に長い不整形で、

南北 62㎝、東西 85㎝、深さ 12㎝である。覆土は掘方上面にみられる赤褐色土と、底面を覆う灰褐色土で

あり、赤褐色土は燃焼部底面の残骸とみられる。このカマドを北カマドと考えると、南に広がる別の１軒が

想定できる。この場合、8bの掘方や掘方のピットが SI-8a に伴う可能性がある。　ग़Ҩ　土師器坏１点、

台付甕１点、須恵器坏１点、甑１点、石製品１点、石１点を図示した。このほかに土師器坏４点 126 ｇ、甕

100 点 1482.26 ｇ、須恵器坏 58点 384 ｇ、高台付坏２点 55ｇ、蓋５点 38ｇ、甕７点 214 ｇ、陶器１点

１ｇが出土している。　9　ظ࣌世紀後半。
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掘方 上端線
掘方 下端線

撹乱

撹乱

SI-8a 掘方

SI-8b 掘方

SI-8a 掘方

P-94
P-113

P1

P-94 P-113

SI-42

SI-8a

SI-8a･b

SI-8b

P2

P1

P3

P4

P5

壁溝 1
壁溝 2

未
調
査
部
分

a

b

SI-8b 推定範囲

SI-8a 推定範囲

SI-8a カマド SI-8b カマド

1 2
3

4撹乱

2
3

2

5 6
4

1

ローム

1
2

12

SI-8aA A'A A'

B B' C C'
D

D'

C
C'

D
D'

B

B'

SI-8
１　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック・焼土
　　　　　　　　粒子少量。しまりややあり。
２　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子やや少量。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。
３　暗灰褐色土　ロームブロックやや多量、ローム粒子少量。
　　　　　　　　しまりややあり。
４　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや多量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。（埋め戻し）

SI-8b　カマド
１　赤褐色土　焼土粒子多量、焼土ブロックやや多量、ローム粒子・粘土粒子
　　　　　　　少量。しまりあり。
２　灰褐色土　ローム粒子やや多量、焼土粒子・粘土粒子少量。しまりややあり。

SI-8a　カマド
１　灰色粘土　　粘土粒子・粘土ブロック多量、砂礫やや多量、焼土粒子
　　　　　　　　少量。しまりあり。（袖）
２　淡灰褐色土　粘土粒子・粘土ブロック多量、ローム粒子少量。しまり
　　　　　　　　ややあり。
３　黒褐色土　　焼土粒子・焼土ブロック・炭化物粒子やや多量、粘土
　　　　　　　　粒子・粘土ブロック少量、ローム粒子やや少量、しまり
　　　　　　　　やや欠ける。
４　淡灰褐色土　焼土粒子やや多量、ローム粒子・炭化物粒子少量、焼土
　　　　　　　　ブロックやや少量、粘土粒子微量。しまりやや欠ける。
５　灰褐色土　　焼土粒子・焼土ブロック多量、ローム粒子・粘土ブロッ
　　　　　　　　ク・炭化物粒子やや多量、粘土粒子やや少量。しまりあり。
６　灰褐色土　　ローム粒子・ロームブロック・焼土粒子・焼土ブロック
　　　　　　　　多量、粘土粒子・粘土ブロック少量。しまりやや欠ける。
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-������N

� �N�ɿ��
-������N

� �N�ɿ��
-������N

第 1�1 図　(۠ 4*�8BɾCҨ࣮ߏଌ図

，
 

＼
 

¥¥ 

＼
 

’

¥

,

'

 

,

'

,

'

 

9
,
 

,

'

,

'

’

'

,

'

-

,

'

,

'

 

¥

9

,

'

,

'

,

'

1

,

I
i
:
 

9
,
 

¥

¥

,

―

―

 

¥

¥

9

,

I

,

1

ー
1

-

―

9

,

'

、1
9

,

J

,

'

,

'

,

I

'

ー‘
‘
I

i-

＇

，

＼

｀

八

笏

‘
I
I
'
(
l
-

¥

l

、
)
ノ
ノ
/

.

I

し

（

．

＼

ご

ぐ

―

＿

ロ

シ

ブ
9

-

9

,

I

｛

ぐ

）

―

―

＼

・

ロ

．

＼

．．．．．． 

＼
 

¥

^

/

/

/

/

9

I

I

I

I

1

0

0

1

摩

□口I
I
I
I
I
I
I
I
)
/
)

＼
 

9

、
9

／

／

」

、

、

｀

ー

1

ー
1

0

ーー
1

ー
1

ー＼

/
、
l

]

'

りlぃ
ル

ノ

ー

1

~

.

I

 

/

l

＿

ぃ

‘

¥

ー

1

-
:
1
,

qI
I

 

／
／
（
1
,
•
\

ー

9

'

9

1

 

ー
且
f
丁
／
ー
1

ー
1

ーー
1

9
/
/
 

／
 

／
 

／
 

／
 

／
 

ーニニニ／一―

＼
 

＼
 

＼

＼

 

＼

＼

 

＼
＼
 

‘ヽ
、＼

＼
 

¥‘
 

＼
 

＼＇  

¥'I 
¥ l 

羞＼

ーーロ□11三□
I ¥ I I I ¥ 1 / 

~-ノ I I 
¥ I 

¥ ¥ I 
¥ I 
¥ ¥ ¥ I 

＼ 

/~ 

----



－ 256 －

第 3章　小泉分校裏遺跡

̜区 SI-38（第 193 図、第 106・113 表、図版五七 ・ 一三ʓ）　

　Ґஔ　調査区南端にあたるＫ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南側は調

査区外、西側は既に削平されており、北壁および西壁の一部を確認したに過ぎないが、方形を基調とした竪

穴建物跡とみられる。東西 1.3 ｍ以上、南北 3.5 ｍ以上、壁は西壁で 20㎝ほど遺存している。　ओ࣠ํ　

Ｎ -10° - Ｅ　෴　確認された３層とも地山由来のロームブロックを多く含んでいる。　চ໘　地山である

ローム層を床面としており、貼床などは認められない。　ΧϚυ　北壁中央に位置しており淡灰褐色土を積ん

で構築された袖の一部と燃焼部と掘方が遺存していた。袖は幅 60 ～ 90 ㎝、高さ 15 ㎝、竪穴壁からの長さ

60㎝、両袖間の長さ 80㎝である。燃焼部は袖に挟まれた 80× 60 ㎝ほどの範囲が焼土化していた。焼土化

範囲は掘方埋土から直下の地山にまで及んでおり、使用頻度が高かったものと思われる。前面の床面に天井崩

1 2 3
4

5 6
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

192 1 土師器 
坏

口径　- 
底径（8.0） 
器高［0.9］

7.5YR4/3 
褐

砂粒少量、礫
微量

良好 底部 糸切り 
内面 ヘラミガキか

底部 1/2
残存

カマド
付近

G区 SI-8b 
カマド

192 2 須恵器 
坏

口径（12.6） 
底径（8.0） 
器高　5.1

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黃灰

砂粒多量、礫
少量、黒色粒
子若干

良好 ロクロ目顕著 口縁～体
部 1/5、
底部 1/4
残存

覆土中 G区 SI-8b 
S

益子産

192 3 須恵器 
甑

口径　- 
底径　- 
器高［2.2］

2.5Y7/2 
灰黄

砂粒微量 やや
不良

底部 ナデ 底部一部
残存

覆土中 G区 SI-8b 産地不明

192 4 土師器 
台付甕

口径（12.4） 
底径　- 
器高［5.9］

外面 2.5Y4/4 
にぶい赤褐 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒微量、半
透明黒色粒
子・赤色粒子
若干

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/6、体
部一部残
存

覆土中 G区 SI-8 
北

192 5 石製品
砥石

長　9.0 
幅　9.3 
厚　4.8 
重　640.46

砂岩 研磨面 4面 一部残存 覆土中 G区 SI-8b

192 6 石
（用途不明）

長　9.9 
幅　6.4 
厚　2.3 
重　192.07

安山岩 完存 カマド
付近

G区 SI-8b 
カマド

磨石か
流れ込みか

ー一□三／□ 9 ロ
こ’ 、―ーし冬｀ そ｀｀， ロ

／ ＇ 

□ こ
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落土の粘土がブロック状に確認されている。　ग़Ҩ　土師器坏１点、須恵器甕２点を図示した。このほ

かに土師器甕 9点 142 ｇ、須恵器蓋１点 17ｇが出土している。　６　ظ࣌世紀。

1

3
2

A

A'
B

B'

C C'

D
D'

C C'

D
D'

カマド掘方カマド

SI-38

調査区外

粘土

23

A A'

2 3
1

4

C C'
1

2

3

4

6

8
77

D
D'

5
1

2
6

B
B'

3
ド
マ
カ

 調 査 区 外
23

SI-38
１　表土　　　　耕作土
２　暗灰褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。
　　　　　　　　しまりあり。
３　淡灰褐色土　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量、
　　　　　　　　焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりややあり。
４　暗褐色土　　ローム粒子多量。しまりあり。

SI-38　カマド
１　灰褐色土　　ローム粒子・焼土粒子少量。しまりあり。
２　暗灰褐色土　焼土粒子多量、ローム粒子・焼土ブロックやや多量、炭化物粒子微量。しまりややあり。
３　灰色粘土　　しまりあり。
４　暗褐色土　　ローム粒子やや多量。しまりあり。
５　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、焼土粒子少量。しまりやや欠ける。
６　赤褐色土　　焼土粒子・焼土ブロック多量、ローム粒子やや少量。（掘方埋土）
７　淡灰褐色土　焼土ブロック多量、粘土ブロックやや多量、ロームブロックやや少量。しまりあり。（袖）
８　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量、粘土ブロック少量。しまりあり。
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第 3章　小泉分校裏遺跡

̜区 SI-40（第 194・195 図、第 106・114 表、図版五七 ・ 五八 ・ 六二 ・ 一三ʓ）　

　Ґஔ　調査区中央東部にあたるＫ・Ｌ -27 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SI-41、SK-85 と重複し

ており、本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東側の大部分が調査区外のため詳細は不明であるが、方形

を基調とした竪穴建物跡と思われる。東西３ｍ以上、南北 7ｍ、壁の高さは遺存状況の良い部分で 50㎝ほど

である。　ओ࣠ํ　Ｎ-20°-Ｗ　෴　貼床を除いて４層確認した。2層とした黒褐色土が竪穴上面を覆い、

3～ 5層にあたる灰褐色系の土が床面を覆っている。　চ໘　全面に貼床が施されている。貼床は地山由来

のロームブロックなどを多く含む暗褐色土を使って構築されており、上面は平坦となっている。厚さは５㎝

ほどで、西壁沿いではやや厚く 25㎝ほどとなっている。また壁に沿って幅 30㎝、深さ 10㎝ほどの壁溝が

P1

P2

SK-85

SI-40

調
査
区
外

SI-41

A A'

C

C'

B
B'

掘方 上端線
掘方 下端線

2

16

1

P1

外
区
査
調

1
2

3
4 6

撹
乱

3

3

6

1

6 6

5

撹乱
7

8

撹
乱

A A' C C'

B
B'

1
2

16

SI-40
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック・焼土粒子少量、
　　　　　　　　炭化物粒子微量。しまりややあり。
３　暗灰褐色土　ローム粒子やや少量、ロームブロック・炭化物粒子微量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
４　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや多量、炭化物粒子少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
５　灰褐色土　　ローム粒子やや多量、炭化物粒子微量。しまりややあり。
６　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。（貼床）
７　黒褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりやや
　　　　　　　　欠ける。
８　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。しまり欠ける。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

193 1 土師器 
坏

口径（13.6） 
底径　- 
器高　4.6

外面 10YR3/1 
黒褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
内面 ナデ

1/6 残存 覆土中 G区 SI-38

193 2 須恵器 
甕

口径（23.0） 
底径　- 
器高［3.8］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 5Y5/1 
灰

礫・白色粒子
少量

良好 擬格子タタキ後ロクロ
ナデ

口縁部一
部残存

床上約
6㎝

G区 SI-38 
No.1

産地不明
3と同一個
体か

193 3 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［24.7］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 5Y5/1 
灰

礫・白色粒子
少量

良好 外面 擬格子後回転カキ
目 
内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

床上約
10㎝

G区 SI-38 
No.2

産地不明
2と同一個
体か
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／
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掘られている。　ப݀　２基確認した。P1 は長軸 40 ㎝、短軸 30 ㎝の楕円形で、深さ 17 ㎝である。P2

は直径 30㎝の円形で、深さ 34㎝である。位置関係からいずれも主柱穴の可能性がある。　ΧϚυ　調査区

内では確認されなかった。　ग़Ҩ　土師器坏 8点、坩１点、甕４点、壺１点、羽口１点、須恵器瓶１点、

砥石１点を図示した。９と 16は流れ込みと考えられる。このほかに土師器坏 23点 127 ｇ、鉢２点 12 ｇ、

甕 118 点 1603 ｇ、甑１点 26ｇ、須恵器坏１点 6ｇ、甕２点 36ｇが出土している。　７　ظ࣌世紀前葉。

13

15

14

16

17

1 2 3 4

5 76

8
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第 3章　小泉分校裏遺跡

̜区 SI-41（第 196・197 図、第 106・115 表、図版五七ʙ五九 ・ 六二 ・ 一三ʓ ・ 一四九）　

　Ґஔ　調査区中央東部にあたるＫ・Ｌ -27 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SI-40、P-60 と重複して

おり、SI-40 より新しい。P-60 との新旧は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　一辺が 3.2 ｍの正方形で、面積

は 10.24 ㎡、壁は遺存状況の良い部分で 30 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　N-90° - Ｅ　෴　貼床を除いて

２層確認した。混入物の状況から１層は自然堆積、２層は人為堆積の可能性が考えられる。　চ໘　竪穴西

側を中心に貼床が施されている。貼床は地山由来のロームブロックなどを多量に含み、しまりが強い土で構

第 11� ද　(۠ 4*��0 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存状態 出土 

状態 注記 産地・備考

195 1 土師器 
坏

口径　12.0 
底径　- 
器高　4.8

外面 2.5YR5/6 
明赤褐 
内面 2.5Y4/6 
赤褐

砂粒・礫微量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ 
底部付近 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部 4/5 残
存

床上約
20㎝

G区 SI-40 
No.3

195 2 土師器 
坏

口径（13.8）
底径　- 
器高［4.8］

2.5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫少量、
黒雲母微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ 
底部付近 ケズリ 
内面 ナデ

口縁～体部
1/2 残存

床上約
14～
18㎝

G区 SI-40 
No.1・P1

195 3 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［5.0］

外面 5YR5/4 
にぶい赤褐 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒微量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ 
底部付近 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部 1/8 残
存

覆土中 G区 SI-40 
N

195 4 土師器 
坏

口径（16.0） 
底径　- 
器高［5.2］

外面 10YR6/4 
にぶい黃橙 
内面 10R5/6 
赤

砂粒微量 良好 内外面 赤彩 
外面 荒れて
いる

体部内面 ヘラミガキ 口縁～体部
1/12 残存

覆土中 G区 SI-40 
N

195 5 土師器 
坏

口径（15.7） 
底径　- 
器高［3.4］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 5YR4/2 
灰褐

砂粒少量 良好 内外面 漆仕
上げ

口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ 
底部付近 ケズリ

口縁部 1/5 残
存

覆土中 G区 SI-40 
No.8

195 6 土師器 
坏

口径（17.0） 
底径　- 
器高［2.7］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒微量、金
雲母多量

良好 内外面 ヘラミガキ 口縁部 1/5 残
存

貼床中 G区 SI-40 
床下

195 7 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［2.6］

外面 2.5Y5/3 
黄褐 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体部 ケズリ

口縁～体部
1/7 残存

覆土中 G区 SI-40 
S

195 8 土師器 
坏

口径（13.5） 
底径　- 
器高［2.9］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 5YR6/6 
橙

砂粒微量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ

口縁部 1/5 残
存

覆土中 G区 SI-40 
N

195 9 土師器 
坩

口径（14.6） 
底径　- 
器高［4.8］

外面 2.5YR5/6 
明赤褐 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・黒雲母
微量

良好 内外面 ヘラミガキ 口縁部 1/8 残
存

覆土中 G区 SI-40 
S

流れ込みか

195 10
土師器 
小形甕か 

口径　- 
底径（3.8）
器高［6.4］」

外面 10YR3/2 
黒褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒・礫・黒
雲母少量

良好 内外面 ナデ 
ヘラの当たり痕

体～底部 1/4
残存

覆土中 G区 SI-40 
S

195 11 土師器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［4.4］

外面 7.5YR5/6 
明褐 
内面 5Y7/2 
灰白

砂粒少量 良好 内面 剥落著
しい

接合部に刻み 一部残存 覆土中 G区 SI-40 
No.8・S

接合部疑口
縁

195 12 羽口

口径　- 
底径　- 
器高［3.5］

外面 5Y6/1 
灰 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒・礫少量 良好 一部残存 覆土中 G区 SI-40 
S

195 13 須恵器 
瓶か

口径　- 
底径　- 
器高［2.9］

外面 5Y7/1 
灰白 
内面 10YR5/1 
褐灰

砂粒微量 良好 カキ目 肩部一部残存 覆土中 G区 SI-40 
S

産地不明

195 14 土師器 
甕

口径（16.6） 
底径　- 
器高［12.0］

外面 5YR6/6 
橙 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒多量 良好 胴部穿孔の可
能性あり

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

頸部 1/2 残存 覆土中 G区 SI-40 
N

195 15 土師器 
甕

口径（24.6） 
底径　- 
器高［10.8］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒・礫少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部完存 覆土中 G区 SI-40

195 16 土師器 
壺

口径　19.5 
底径（10.0） 
器高［27.6］

外面 5YR6/6 
橙 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒・礫少量 良好 内面 黒色処
理か
底部穿孔か

口縁部外面 ヘラミガキ 
胴部外面 ナデかヘラミ
ガキ 
内面 ヘラナデ

口縁～胴部上
半ほぼ完存 ､
胴部下半 2/3､
底部 1/3 残存

床上約
24～
36㎝

G区 SI-40 
No.2・8

流れ込みか

195 17 石製品
砥石

長　8.3 
幅　7.3 
厚　7.2 
重　532.60

礫岩 被熱 3面使用 一部残存 覆土中 G区 SI-40 
S
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築されている。最も深いところで厚さ 10㎝ほどである。また南壁や北隅などでは幅 15㎝、深さ５㎝ほどの

壁溝が掘られている。　ப݀　３基確認され、いずれも西壁に沿って位置している。P1は長軸 35㎝、短

軸 30㎝の楕円形で、深さ 18㎝である。P2は直径 35㎝の円形で、深さ 14㎝、P3は長軸 45㎝、短軸 35㎝、

深さ 9.5 ㎝である。　ΧϚυ　東壁の南寄りに位置している。灰黄色粘土を積んで構築した袖と、両袖に挟

まれた燃焼部、掘方が遺存している。袖は幅 40 ～ 50 ㎝、高さ 25 ㎝、竪穴壁からの長さ 70 ㎝、両袖間の

長さ 30㎝である。燃焼部は非常に良く焼けており、底面中央の 40× 25 ㎝の範囲と、袖の内側が焼土化し

ていた。掘方は 10㎝ほどの浅い掘り込みで、淡灰褐色土で埋められていた。　ग़Ҩ　土師器甕１点、須

恵器坏７点、高台付坏２点、鉄製品 1点を図示した。このほかに、土師器坏 17点 136 ｇ、甕 78点 1404 ｇ、

須恵器坏 26点 118 ｇ、蓋２点 13ｇ、甕３点 290 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

1

4

3

5

2
7・9

6
8

10

P1
P2P3

SI-41

SI-40

P-60

SI-40

P-60

掘方

カマド カマド掘方

2

34

58
6

1

7・9

10

10
1

1

2

2

3

3
3

カ
マ
ド

３

２1

5

６

７
８

８

７

3

2

4

6

9

9

A A' C C'

B
B'

A A'

B
B'

C

C'

A A'

B
B'

D D' E
E'

E
E'

D D'

E
E'

D D'

SI-41
１　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック・KP粒子少量。しまりやや欠ける。
２　明灰褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや多量、KP粒子少量。しまり
　　　　　　　　ややあり。
３　淡灰褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや多量。しまりあり。（貼床）

4*���　ΧϚυ
গྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠɾϩʔϜϒϩοΫɾ,1ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̍
ଟྔɺ೪ϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋ΓɻࢠɾϩʔϜϒϩοΫɾ೪ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̎
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠগྔɺԽཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̏
̐　ԫ৭　　ϩʔϜཻࢠଟྔɺমཻࢠɾ೪ཻࢠɾԽཻࢠଟྔɺϩʔϜϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
ඍྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻࢠগྔɺԽཻࢠগྔɺϩʔϜϒϩοΫɾ೪ཻࢠଟྔɺমཻࢠ৭　　ϩʔϜཻ҉　̑
̒　৭　　মϒϩοΫଟྔɺϩʔϜཻࢠଟྔɺমཻࢠগྔɺϩʔϜϒϩοΫɾমཻࢠɾ೪ཻࢠɾԽཻࢠগྔɻ͠·Γ͚ܽΔɻ
ଟྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻʢକʣࢠɾ೪ϒϩοΫɾԽཻࢠɾমϒϩοΫɾ೪ཻࢠ৭　　ϩʔϜཻࠇ　̓
̔　փԫ৭೪　ϩʔϜϒϩοΫɾমϒϩοΫগྔɻ͠·Γ͋Γɻʢକʣ
̕　҉փ৭　ϩʔϜཻࢠɾমཻࢠɾমϒϩοΫଟྔɺϩʔϜϒϩοΫଟྔɻ͠·Γ͋Γɻ
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1 2 3 4

5
6 7

8

9

10
11

� ��DN�ɿ�
（1～10）

� �DN�ɿ�
（11）

第 1�� 図　(۠ 4*��1 ग़Ҩ࣮ଌ図

第 11� ද　(۠ 4*��1 ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

197 1 須恵器 
坏

口径　13.2 
底径　6.7 
器高　4.5

外面 2.5Y5/1 
黃灰 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量、礫
少量

良好 刻書あり「－」 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部一
部欠損

床面直
上

G区 SI-41 
No.10

益子産

197 2 須恵器 
坏

口径　13.6 
底径　7.4 
器高　4.3

5Y5/2 
灰オリーブ

砂粒少量、礫
多量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

完形 床面直
上

G区 SI-41 
No.7

益子産

197 3 須恵器 
坏

口径　13.7 
底径　6.3 
器高　4.9

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y5/2 
暗黃灰

砂粒・白色粒
子微量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

ほぼ完形 床面直
上

G区 SI-41 
No.8

益子産

197 4 須恵器 
坏

口径　13.3 
底径　6.4 
器高　4.3

外面 5Y6/2 
灰オリーブ 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒少量、白
色粒子微量

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁～体
部一部欠
損

床上約
4㎝

G区 SI-41 
No.6

益子産

197 5 須恵器 
坏

口径　13.7 
底径　7.0 
器高　4.6

2.5Y5/3 
黄褐

砂粒少量、礫・
透明粒子微量

良好 刻書あり「×」 
黒色物付着

ロクロ目顕著 
体部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁～底
部 2/3 残
存

床面直
上

G区 SI-41 
No.9

益子産

197 6 須恵器 
坏

口径（13.5） 
底径（6.6） 
器高　4.0

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒少量 良好 口縁部に焼成時
の割れ

体部下端 回転ヘラケズ
リ 
底部 回転ヘラケズリ

口縁～底
部 1/3 残
存

床上約
12㎝

G区 SI-41 
No.2

益子産

197 7 須恵器 
坏

口径　- 
底径　6.6 
器高［3.9］

外面 2.5Y8/1 
灰白 
内面 2.5Y7/2 
灰黄

砂粒多量 やや
不良

 
ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

底部完存 床上約
15㎝

G区 SI-41 
No.1

益子産

197 8 須恵器 
高台付坏

口径　13.1 
底径　7.2 
器高　5.3

5Y4/1 
灰

砂粒多量 良好 底面に焼成時の
割れ

ほぼ完形 床上約
5㎝

G区 SI-41 
No.5

益子産

197 9 須恵器 
高台付坏

口径　11.0 
底径　5.4 
器高　4.9

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/3 
にぶい黄

砂粒少量、礫
微量

良好 内面 漆仕上げか ロクロ目顕著 口縁部
1/2 欠損

床上約
15㎝

G区 SI-41 
No.1

益子産

三

~ '--~-- 冑

言

ク＇二ぐ ,..,,、文

＇^ン

茫咲9. ¥̀ 
；；憂＼

§ ~..9！炉↓-足＇ ．＇

＼芯”?ttt.;ri, 
t. ~̀ • ~'ヘ"'•·ぞ 心

カ＂

ハ
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》
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̜区 SI-42（第 198 図、第 106・116 表、図版五九 ・ 六ʓ ・ 一三ʓ）　

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＫ -28 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-8、SD-45 より古く、P-94・113

とは新旧関係は不明である。本遺構が最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　重複および削平によって遺存状況が極

めて悪い。確認された部分は方形基調の竪穴の南東隅付近とみられる。東西 2.2 ｍ以上、南北 3.8 ｍ以上、

壁は 10㎝未満である。　ओ࣠ํ　Ｎ -45° - Ｗ　෴　２層確認した。このうち１層とした黒褐色土内に

炭化材が多く認められ、焼土粒子も含まれている。　চ໘　確認した範囲では貼床は認められず、地山であ

るローム層を床面としている。床面にはやや凹凸があり、西側に向かって緩やかに下がっている。　ப݀ɾ

ΧϚυ　確認されていない。　Ҩͷग़ঢ়況　壁際の覆土を中心に炭化材が確認されている。焼失住居跡

の可能性も考えられるが、壁や床面に焼けた痕跡は認められない。　ग़Ҩ　土師器鉢 1点、甑１点、須

恵器甕１点、砥石１点を図示した。４は安山岩である。このほかに土師器坏９点63ｇ、甕 124点 1228.53 ｇ、

須恵器坏７点 28ｇ、甕３点 32.71 ｇが出土している。　７　ظ࣌世紀中葉以前。

1 2

3

4
SI-8a

P-94

P-113

撹乱

SD-45a
SD-45b

SI-42

A A'

炭1

2

撹乱 SD-45a SD-45b

A A'

SI-42
１　黒褐色土　ローム粒子・炭化物粒子少量、
　　　　　　　焼土粒子微量。しまりややあり。
２　暗褐色土　ローム粒子やや多量、炭化物
　　　　　　　粒子微量。しまりややあり。

� �N�ɿ��
-������N

� ��DN�ɿ�

第 1�8 図　(۠�4*��2 Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図
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197 10 土師器 
甕

口径（15.8） 
底径　- 
器高［10.5］

外面 7.5YR4/4 
褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒少量、透
明粒子微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/2 残
存

カマド
内

G区 SI-41 
カマド No.5・
カマド

197 11 鉄製品 
不明

長　4.20 
幅　1.41 
厚　0.36 
重　2.89

一部残存
か

覆土中 G区 SI-41 
NW

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

198 1 土師器 
鉢

口径　- 
底径　- 
器高［3.0］ 
厚　0.7

5YR5/6 
明赤褐

砂粒微量、礫
若干

良好 口縁部に段がある 
口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁部一
部残存

覆土中 G区 SI-42

198 2 土師器 
甑

口径　- 
底径（10.1） 
器高［5.3］

外面 N2/ 
黒 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒微量、半
透明黒色粒子
若干

良好 外面 ミガキに近いケズリ 
内面 ヘラナデ

胴～底部
一部残存

覆土中 G区 SI-42 
床下

198 3 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［6.2］ 
厚　0.9

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒微量、黒
色粒子若干

良好 外面 自然釉付着 内面 同心円当具痕 胴部一部
残存

覆土中 G区 SI-42 産地不明

198 4 石製品
砥石

長　5.3 
幅　3.4 
厚　1.2 
重　35.0

安山岩 研磨面 1面 一部残存 覆土中 G区 SI-42・
SD-45 
フク土一括

I I I I | | I | |I | I | I  

ーニニ＝こ二戸乏―
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̜区 SI-43（第 199~201 図、第 106・117 表、図版六ʓ ・ 六二 ・ 一三ʓ）　

　Ґஔ　調査区中央東部にあたるＫ・Ｌ -27・28 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-54 と重複しており、

SK-54 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に長い長方形である。東西 4.6 ｍ、南北 3.9 ｍ、面積は 17.94

㎡、壁は遺存状況の良い部分で 20㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　෴　貼床を除いて３層確認

した。自然堆積土とみられる。　চ໘　ほぼ全面に貼床が施されている。貼床は地山由来のロームブロック

などを多量に含んだ黒褐色土を使用して構築されており、厚さは５～ 15 ㎝ほどである。上面は平坦となっ

ている。　ப݀　４基確認した。P1は西壁中央付近に位置しており、直径 30㎝ほどの円形で、深さは 15

㎝である。P2は竪穴中央からやや北東寄りに位置し、直径 30㎝ほどの円形で、深さ 11㎝である。P3は東

隅付近に位置しており、長軸 25㎝、短軸 20㎝の楕円形で、深さは 18㎝である。P4は南隅付近に位置して

おり、直径 35㎝ほどの円形で、深さは 7㎝である。　ΧϚυ　北壁中央において２基並んで確認した。遺存

状態などから東側のカマドが新しく、西側のカマドが古いと判断した。新カマドは淡灰褐色土を積んで構築

した袖と、両袖に挟まれた燃焼部、掘方が遺存していた。袖は幅 45㎝、高さ 30㎝、竪穴壁からの長さ 65㎝、

両袖間の長さ 30㎝である。焚口とみられる両袖先端部では横倒しの状態で甕が出土しており、焚口天井の構

築材が崩落したものとみられる。燃焼部は非常に良く焼けており、燃焼部底面および袖の内側が焼土化して

いた。また燃焼部中央には礫と甕の口縁部片を立てた状態で設置しており、支脚に用いられたものと思われる。

掘方は最大 10㎝ほどの深さまで掘られており、しまりのある黒褐色土で埋められていた。旧カマドは赤褐色

土を積んで構築した袖と、両袖に挟まれた燃焼部、掘方が遺存していた。袖は幅 25㎝、高さ 12㎝、竪穴壁

からの長さ 45㎝、両袖間の長さ 20㎝である。燃焼部はあまり焼けておらず、明確な焼土化範囲は認められ

なかった。燃焼部からは土製支脚が出土しており、このカマドに用いられていた可能性もあるが、底面から

浮いて出土していることから、カマドの機能停止後に廃棄したものとみられる。掘方は燃焼部下にのみ認め

られ、深さ５㎝ほどの深さで、焼土粒子を多く含む暗褐色土で埋められていた。　ग़Ҩ　土師器坏３点、

甕４点、須恵器坏１点、甕１点、土製支脚１点を図示した。１・３は漆仕上げ、２は黒色処理が施されている。

このほかに土師器坏 12点 82 ｇ、土師器甕 84点 1111 ｇ、須恵器甕３点 79ｇが出土している。　7　ظ࣌

世紀前葉。

9

5
8

SK-54

SI-43

P1
P2

P3P4

123 2
4

1

4
3

2
カ
マ
ド

SK-54

8

59

A A'

B
B'

A A'

B
B'

SI-43
１　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。
２　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、焼土
　　　　　　　　粒子・炭化物粒子微量。しまりややあり。
３　暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。
４　黒褐色土　　ローム粒子・ローム粒子やや多量。しまり
　　　　　　　　あり。（貼床）
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33
6

10

3

SI-43 新カマド SI-43 旧カマド

SI-43 カマド掘方

2
3

5a

7a

1

3 4

5a

7a

1
1

7b7b 5b
5b

6
6

12
3

4

32SI貼床

1 4

7a

8

2

6
3

10

6

C C'

E E'
D

D'

D
D'

C C'E

E'

F F'

G
G'

G
G'

F
F'

C C'

D
D'

D
D'

新カマド
１ 黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、焼土粒子・炭化物
　　　　　　　　粒子微量。しまりややあり。
２ 灰褐色土　　焼土粒子やや多量、ローム粒子・焼土ブロック・
  　　　　　　炭化物粒子少量。しまりあり。
３　淡灰褐色土　焼土粒子・焼土ブロック多量、炭化物粒子やや少量、
  　　　　　　ローム粒子少量。しまりややあり。（天井崩落土）
４　淡赤褐色土　焼土粒子多量、ローム粒子・焼土ブロック少量、
  　　　　　　粘土粒子微量。しまりややあり。
 5a 暗灰褐色土　焼土粒子やや少量、焼土ブロック・粘土粒子少量、
  　　　　　　ローム粒子微量。しまりややあり。
 5b 暗灰褐色土　焼土ブロック多量、焼土粒子やや多量、粘土粒子
  　　　　　　少量、ローム粒子微量。しまりややあり。
６ 灰褐色土　　粘土粒子・粘土ブロック多量、ローム粒子・焼土粒子・ 
  　　　　　　焼土ブロック少量。しまりあり。（袖）
 7a 黒褐色土　　ロームブロックやや多量、ローム粒子・焼土粒子・
  　　　　　　焼土ブロック少量。しまりややあり。（掘方埋土）
 7b 黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや多量、焼土粒子
  　　　　　　少量。しまりあり。（掘方埋土）
８　黒褐色土　　ローム粒子・焼土粒子やや少量、炭化物粒子微量。
  　　　　　　しまりややあり。

旧カマド
１ 暗灰褐色土　焼土粒子多量、ローム粒子やや多量、粘土粒子少量。
  　　　　　　しまりやや欠ける。
２　赤褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・粘土粒子やや多量。しまり
  　　　　　　あり。（袖）
３ 灰褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。しまりややあり。
４ 暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック・焼土粒子やや
  　　　　　　多量。しまりやや欠ける。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

200 1 土師器 
坏

口径（21.4） 
底径　- 
器高［4.7］

外面 10YR2/1 
黒褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒微量 良好 口縁部 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ

口縁部
1/6 残存

覆土中 G区 SI-43 
NW

200 2 土師器 
坏

口径（14.8） 
底径　- 
器高［3.8］

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 2.5Y4/2 
暗灰黄

砂粒少量 良好 内外面 黒色処理 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ

口縁部
1/8 残存

カマド
底面上

G区 SI-43 
カマドNo.6

200 3 土師器 
坏

口径（13.0） 
底径　- 
器高［4.0］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒少量 良好 口縁部付近 漆仕
上げか

口縁部 ヨコナデ 
下端 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/8 残存

カマド
底面上

G区 SI-43 
カマドNo.6

200 4 須恵器 
坏

口径（14.6） 
底径　- 
器高［2.8］

外面 10Y4/1 
灰 
内面 7.5Y4/1 
灰

砂粒少量・礫
微量

良好 ロクロ目顕著 口縁部一
部残存

覆土中 G区 SI-43 
NE

益子産

200 5 土師器 
甕か甑

口径（26.0） 
底径　- 
器高［17.5］

7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫多量 良好 口縁～胴部外面 
スス付着 
内面 黒化

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴
部 1/6 残
存

床上約
10㎝

G区 SI-43 
No.3

200 6 土師器 
甕

口径（24.0） 
底径　- 
器高［12.5］

外面 7.5YR5/6 
明褐 
内面 7.5YR4/4 
褐

砂粒・礫少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ 
内面 ヘラナデ

口縁部
1/8 残存

カマド
底面上

G区 SI-43 
カマドNo.5

201 7 土師器 
甕

口径（27.9） 
底径　- 
器高［19.0］

外面 7.5YR4/4 
褐 
内面 7.5YR4/6 
褐

砂粒・礫少量、
透明粒子微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ 
内面 ヘラナデ

口縁～胴
部 1/5 残
存

カマド
内

G区 SI-43 
カマド
No.2・
カマド内一
括

201 8 土師器 
甕

口径　- 
底径　8.4 
器高［2.9］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒・礫多量 良好 底部外面 木葉痕 ナデ 底部残存 床面直
上

G区 SI-43 
No.2

201 9 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［11.0］

外面 2.5Y6/2 
灰黃 
内面 10YR5/2 
灰黃褐

砂粒・黒色粒
子少量・礫微
量

良好 胴部外面 擬格子かタ
タキ 
内面 同心円タタキ

胴部一部
残存

床面直
上

G区 SI-43 
No.5

産地不明

201 10 土製支脚
長［11.7］ 
幅［7.4］ 
厚［6.8］

10YR5/4 
にぶい黄褐

砂粒・礫・植
物繊維多量

やや
不良

ケズリ 一部残存 カマド
内

G区 SI-43 
旧カマド
No.2

一
ぐ
、
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̜区 SI-44（第 202~204 図、第 106・118 表、図版六一 ・ 六二 ・ 一三ʓ ・ 一三一）　

　Ґஔ　調査区東部にあたるＬ -28・29、Ｍ -28 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SD-45a・b より古

く、P-70 との新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　平面形は東西方向にわずかに長い方形で、東西 7.4

ｍ、南北７.0 ｍ、面積は 51.8 ㎡、壁は遺存状況の良い部分で 25 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -25° - Ｅ

　෴　貼床を除いて４層確認した。　চ໘　ほぼ全面に貼床が施されている。掘方はコーナー周辺が少し

4

5
6

87

3

13

2

1

24

P1 P2

P3

P4

P5

P6
P7

P8

P9

P10
P11

SI-44

SD-45a

SD-45b

P-70

P1 P2

P4 P3 P5

1

1
1

8
7
8

13

2

3

3

3

9

10

14

4

11

11

5
6

5 5
6

カ
マ
ド

7
7

12
11

11

P7

2 1 13 24
3

7

4

8

3
7
8
24

1
13

A A'

C C'

D D' E E'

B
B'

A
A'

B
B'

C C'

D
D'

E

E'

SI-44
１　 黒褐色土　　ロームブロック少量、ローム粒子やや少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
２　 暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。しまりややあり。
３　 暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりややあり。
４　 暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック・焼土粒子・炭化物粒子少量。しまりあり。
５　 暗褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロックやや少量。しまりやや欠ける。（周溝覆土）
６　 暗黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。しまりあり。（貼床）
７　 暗灰褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量、炭化物粒子微量。しまりやや欠ける。
８　 黒褐色土　　焼土粒子少量、ローム粒子やや少量、ロームブロック・炭化物粒子微量。しまり欠ける
９    暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり欠ける。
10　暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや多量。しまりやや欠ける。
11　赤褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・焼土ブロック多量、ローム粒子やや多量。しまり欠ける。
12   暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりややあり。
13　黒褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりややあり。
14　黄褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。しまり欠ける。
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掘り下げられている。貼床は地山由来のロームブロックを多量に含んだ暗黄褐色土（6層）で構築されてお

り、厚さは５㎝ほどである。また壁に沿って幅 30㎝、深さ５㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀　ピット

は 11基確認した。このうち P1～４が主柱穴、P6～ 11 が床下確認の小穴である。主柱穴である P1～４い

ずれも平面形は楕円形である、P1が長軸 120 ㎝、短軸 100 ㎝、深さ 62㎝、P2が長軸 130 ㎝、短軸 115 ㎝、

深さ 65㎝、P3が長軸 130 ㎝、短軸 120 ㎝、深さ 73㎝、P4が長軸 110 ㎝、短軸 100 ㎝、深さ 64㎝となっ

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13
14 15 16

H-H’の下　

G
G'

F F'
H H'

I
I'

SI-44 カマド

G
G'

F F'
H H'

I
I'

カマド掘方

6

21

19

22

18・20

H H'

F F'

I I'

G
G'

15

14 14

15

2
3

4
5

10

11

13

5
6

8
9

9

12
13

6
7

12

1

19
21

19

22

18・20

21

SI-44　カマド
１ 黒褐色土　　ロームブロック少量、ローム粒子やや少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
２ 黒褐色土　　ロームブロック・焼土ブロック・砂利少量、ローム粒子・焼土粒子・粘土粒子
 　　　　　　微量。しまりややあり。
３ 暗灰褐色土　ローム粒子・焼土粒子少量、砂利やや少量、ロームブブロック・粘土粒子微量。
 　　　　　　しまりややあり。
４ 暗黄褐色土　ローム粒子・焼土ブロック・粘土粒子・砂利やや多量、焼土粒子少量、ローム粒子
 　　　　　　やや少量。しまりあり。
５ 暗灰褐色土　砂利多量、焼土粒子やや多量、ローム粒子・ロームブロック、焼土ブロック・粘土粒子
 　　　　　　少量。しまりややあり。
６ 暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック・砂利やや多量、焼土粒子・粘土粒子少量。
 　　　　　　しまりあり。（袖）
７ 暗黄褐色土　焼土粒子やや多量、ローム粒子・粘土粒子少量。（袖）
８ 淡灰褐色土　ローム粒子・焼土粒子・焼土ブロック多量、ロームブロックやや多量、砂利少量、
 　　　　　　粘土粒子やや少量。しまりややあり。
９ 暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量、焼土粒子・粘土粒子・砂利やや多量、焼土ブロッ
 　　　　　　ク少量。しまりやや欠ける。
10 黄褐色土　　粘土粒子多量、ローム粒子やや多量、焼土粒子少量。しまりあり。
11 赤褐色土　　焼土粒子・焼土ブロック多量、ローム粒子やや多量。しまりやや欠ける。
12 赤褐色土　　焼土粒子・焼土ブロック多量、ローム粒子・小礫少量。しまりやや欠ける。（火床面）
13 黒褐色土　　ロームブロックやや多量、焼土粒子・粘土粒子少量、ローム粒子やや
 　　　　　　少量。しまりややあり。（掘方）
14 黒褐色土　　ローム粒子・粘土粒子・焼土粒子少量。しまりややあり。
15 暗灰褐色土　ロームブロック多量、ローム粒子・粘土粒子やや多量、焼土粒子やや少量。しまり
 　　　　　　やや欠ける。（掘方）
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ている。断面が逆台形状～すり鉢状の大きな掘り下げで、明確な柱痕跡は確認できず、いずれも竪穴廃絶時

に柱を抜き取ったものと思われる。但し、12層は掘方埋土の一部か。床下で確認した P6～ 8は南壁付近に

近接して位置している。平面形はいずれも楕円形で、P6 が長軸 50 ㎝、短軸 35 ㎝、深さ 20 ㎝、P7 が長軸

30㎝、短軸 25㎝、深さ 18㎝、P8が長軸 30㎝、短軸 25㎝、深さ 14㎝である。P9～ 11 は西壁付近に近

17

18

19
20

21

22

23

24

25
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第 3章　小泉分校裏遺跡

接して位置している。P9 が直径 20 ㎝、深さ 20 ㎝の円形、P10 が長軸 26 ㎝、短軸 20 ㎝、深さ 23 ㎝の楕

円形、P11 が直径 18 ㎝、深さ 23 ㎝の円形である。　ஷଂ݀　P5 はカマドに向かって右脇にあたる北東隅

に位置している。東西方向に長い楕円形で、長軸 120 ㎝、短軸 90㎝以上、深さ 38㎝ほどで下部に段差があ

る。　ΧϚυ　北壁中央に位置している。砂利や粘土を含む暗褐色土を積んで構築された袖と両袖に挟まれ

た燃焼部と掘方が遺存していた。袖は幅 50㎝、高さ 30㎝、竪穴壁からの長さ 85㎝、両袖間の幅 35㎝である。

焚口にあたるとみられる両袖先端内部には、倒立した甕が芯材として埋め込まれていた。（18・20・22）焚

口の天井部にあたるとみられる部分では、甕２個を横方向に連結させたような状態で出土しており、これも

芯材としてブリッジ状に架けられていたが崩落したものとみられる。燃焼部は非常に良く焼けており、底面

の埋土はかなりの深さまで焼土化していた。掘方は最大で 20㎝ほどの深さがあり、しまりのある黒褐色土で

埋められていた。　ग़Ҩ　土師器坏 12 点、鉢 1点、高坏１点、甕６点、須恵器高坏２点、甕２点、砥

石１点を図示した。このほかに土師器坏 103 点 1060 ｇ、蓋７点 70 ｇ、鉢６点 315 ｇ、甑１点 42 ｇ、甕

410 点 6971 ｇ、須恵器坏３点 39ｇ、蓋２点 16ｇが出土した。　７　ظ࣌世紀前葉。

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

203 1 土師器 
坏

口径　13.5 
底径　- 
器高　3.7

7.5YR3/1 
黒褐

砂粒少量、礫・
黒色粒子微量

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部 ケズリ 
内面 ナデ

完形 床上約
10㎝

G区 SI-44 
No.17・NE

203 2 土師器 
坏

口径　13.6 
底径　- 
器高　3.6

外面 7.5YR3/1 
黒褐 
内面 10YR3/2 
黄褐

砂粒少量、黒
色粒子微量

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁部
7/8 残
存、体～
底部完存

床上約
5㎝

G区 SI-44 
No.16

203 3 土師器 
坏

口径　15.8 
底径　- 
器高　3.8

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 10YR2/1 
黒

砂粒少量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁部
7/8 残
存、体～
底部完存

床上約
5㎝

G区 SI-44 
No.13・14・
SW

203 4 土師器 
坏

口径　13.4 
底径　- 
器高　4.4

外面 2.5Y3/1 
黒褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒少量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁～
体部上
半 3/4 残
存、体部
下半～底
部完存

床上約
5㎝

G区 SI-44 
No.1

203 5 土師器 
坏

口径　13.3 
底径　- 
器高　4.6

7.5YR6/6 
橙

砂粒多量、礫
若干

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

3/4 残存 床面直
上

G区 SI-44 
No.5

203 6 土師器 
坏

口径（14.7） 
底径　- 
器高　4.4

外面 10YR6/4 
にぶい黃橙 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒少量、赤
色粒子

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁～体
部 1/2、
底部 3/4
残存

覆土中 G区 SI-44
カマド 1

203 7 土師器 
坏

口径　14.0 
底径　- 
器高　3.4

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR6/6 
橙

砂粒少量 良好 内面・外面口縁
部付近 漆仕上げ

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/3、体
部 1/2、
底部 3/4
残存

床上約
5～ 10
㎝

G区 SI-44 
No.12・13

203 8 土師器 
坏

口径（11.8） 
底径　- 
器高　3.6

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 5YR3/4 
暗赤褐

砂粒多量、赤
色粒子若干

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ　
内面 ヘラミガキ

1/2 残存 床上約
15㎝

G区 SI-44 
No.10

203 9 土師器 
坏

口径（11.8） 
底径　- 
器高　4.7

7.5YR8/6 
浅黄橙

砂粒多量、黒
色粒子微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/4、体
部 1/2、
底部 3/4
残存

カマド
内

G区 SI-44 
カマド 21

203 10 土師器 
坏

口径（13.4） 
底径　- 
器高（4.6）

外面 10YR3/2 
黒褐 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒微量 良好 内面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ

口縁部・
体部下半
1/8、体
部上半
1/4 残存

覆土中 G区 SI-44 
SE・SW

203 11 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［3.7］

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒少量、礫
微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

1/6 残存 覆土中 G区 SI-44 
P4

203 12 土師器 
坏

口径（12.0） 
底径　- 
器高（3.0）

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫微量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
1/6、体
部 1/5 残
存

覆土中 G区 SI-44 
NE

203 13 土師器 
鉢

口径（11.7） 
底径　- 
器高［6.8］

外面 5Y3/1 
オリーブ黒 
内面 2.5Y3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ 
内面 ナデ後ヘラミガキ

口縁部
1/5、体
部 1/6 残
存

床上約
10㎝

G区 SI-44 
No.15

胴部付近打
ち欠き

第 118 ද　(۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද
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第 10節　G・N区

̜区 SI-46（第 205 図、第 106・119 表、図版六二 ・ 一三一）　

　Ґஔ　調査区南東隅にあたるＭ・Ｎ -30 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　大半が調査区外のため詳細は不明であるが、方形を基調とした竪穴建物跡の北西隅付近であるとみられる。

確認できた範囲で、東西 2.5 ｍ以上、南北 3.0 ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で 20 ㎝ほどである。　ओ

N-17°　ํ࣠ - Ｅ　෴　竪穴中央部を中心に堆積する黒褐色土（２層）と、壁際を中心に堆積する暗灰

褐色土（３層）を確認した。前者は自然流入土、後者は壁などの崩落土と考えている。　চ໘　確認した範

囲では貼床等は確認できず、地山であるローム層を床面としていた。床面の硬化はあまり認められなかった。

また北東隅付近では幅 25 ㎝、深さ 10 ㎝ほどの壁溝が掘られている。　ப݀　２基確認した。P1 は北西

隅に近接して位置しており、長軸 40㎝、短軸 35㎝の楕円形で、深さは 11㎝ほどと浅い。P2は竪穴中央に

位置しており、南東側が調査区外であるが、直径 60㎝ほどの円形とみられる。深さは 10㎝ほどと浅く、周

壁は非常に緩やかな立ち上がりを示す。　ΧϚυ　北壁に位置している。灰褐色土と淡赤褐色土を積んで構

築した袖と燃焼部、下部の掘方および竪穴壁から短く伸びる煙道を確認した。袖は幅 35㎝、高さ 10㎝、竪

穴壁からの長さ 55㎝、両袖間の幅 30㎝である。燃焼部はあまり焼けておらず、底面が焼土化している程度

である。燃焼部中央からは土師器の破片が重ねられた状態で出土しており、支脚代わりに使用した可能性が

ある。煙道は幅 30㎝、竪穴壁から 35㎝ほど外側に延びており、先端部はほぼ垂直に立ち上がっている。掘

203 14 土師器 
高坏

口径　- 
底径（10.5） 
器高［4.0］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面　
7.5YR6/6 
橙

砂粒・礫少量 良好 内外面 ナデ 裾部 1/4
残存

覆土中 G区 SI-44 
NW

203 15 須恵器 
高坏

口径　- 
底径（10.4） 
器高［4.2］

7.5YR6/6 
橙

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 裾部 1/4
残存

カマド
付近

G区 SI-44 
カマド一括

益子産

203 16 須恵器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［5.4］

10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒多量 やや
不良

2本の沈線 脚部一部
残存

覆土中 G区 SI-44 益子産

204 17 土師器 
小形甕

口径　14.3 
底径［6.0］ 
器高［17.4］

7.5Y5/8 
明褐

砂粒多量、礫
少量

良好 外面 荒れている 口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 ヘラケズ
リ 
内面 ナデ
紐積痕

口縁部完
存、底部
2/3 残存

カマド
付近

G区 SI-44 
カマド

204 18 土師器 
甕

口径　17.5 
底径　7.2 
器高　37.4

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒・礫・赤
色粒子多量、
黒雲母少量

良好 胴部下半～底部 
荒れている

口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラナデ

口縁部完
存、底部
2/3 残存

袖内 G区 SI-44 
No.24 カマ
ド

204 19 土師器 
甕

口径　19.4 
底径　- 
器高［27.6］ 
最大径　
20.9

5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫・透
明粒子多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラナデ

底部欠損 カマド
付近

G区 SI-44 
カマドNo.11・
カマドNo.13・
カマドNo.14・
カマドNo.15・
カマドNo.18・
カマド

204 20 土師器 
甕

口径（22.0） 
底径　- 
器高［29.0］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫多量 良好 内面 黒斑あり 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ後ヘラミ
ガキ 
内面 ヘラナデ

底部欠損 袖内 G区 SI-44 
カマドNo.24

204 21 土師器 
甕

口径（19.8） 
底径　- 
器高［24.2］ 
最大径
（22.6）

5YR6/6 
橙

砂粒多量、礫・
赤色粒子少量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ 
内面 ヘラナデ

胴部 1/3
欠損、底
部欠損

カマド
周辺

G区 SI-44 
20 カマド・
24カマド・
カマド 6・
カマド 1E

204 22 土師器 
甕

口径　21.6 
底径　- 
器高［28.6］

外面 5YR4/4 
にぶい赤褐 
内面 2.5YR4/6 
赤褐

砂粒・礫多量 良好 内面 底部付近荒
れている

口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ後ヘラミ
ガキ 
内面 ヘラナデ

底部欠損 袖内 G区 SI-44 
カマド
No.23

204 23 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［9.7］

10YR8/4 
浅黄橙

砂粒・礫少量 やや
不良

胴部外面 格子タタキ　
内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

カマド
付近

G区 SI-44 
カマド 7

産地不明

204 24 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［9.8］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y5/2 
暗黄灰

砂粒・礫少量 良好 胴部外面 擬格子タタキ 
内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

床上約
20㎝

G区 SI-44 
No.20

産地不明

204 25 石製品
砥石

長　7.4 
幅　3.2 
厚　1.2 
重　54.43

粘板岩 全面使用 ほぼ完存 覆土中 G区 SI-44 
SW
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第 3章　小泉分校裏遺跡

方は深さ 14㎝ほどで、埋土は焼土化しており淡い赤褐色を呈する。　ग़Ҩ　土師器坏１点を図示した。

このほかに土師器坏３点 13ｇ、甕 20点 500 ｇ、須恵器甕２点 21ｇが出土している。　７　ظ࣌世紀中葉。

1

P1

P2

調査区外

調査区外 調査区外

カマド カマド掘方

SI-46
B

B'

A A'

C

C'

D D'

E
E'

F F'
D D'

E
E'

1

調 査 区 外

調 査 区 外

調
査
区
外

6

7

6

6

2

3
4

5
4

5

1 1

2
3

3
41

2
3

カ
マ
ド

23

2
3

F F'

D D'

B
B'

C
C'

E
E'

A A'
1

1

 SI-46
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、炭化物粒子微量。
　　　　　　　　しまりややあり。
３　暗灰褐色土　ローム粒子・焼土粒子やや多量、ロームブロック・炭化物
　　　　　　　　粒子少量。しまりやや欠ける。
４　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。しまりやや
　　　　　　　　欠ける。（P2覆土）
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

205 1 土師器 
坏

口径　10.7 
底径　- 
器高　3.5

10YR7/3 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 口縁部 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
内面 ナデ

ほぼ完形 床面直
上

G区 SI-46 
No.1
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ー・ヘ＝二ロ―

I I 

／ ． 

¥ ¥ | [ ¥ ¥ /¥ 

¥

/

 

I I I 

三

ーハロ
ロ

| I I | | | II I |  | I ||  



－ 273 －

第 10節　G・N区

̜区 SI-47（第 206 図、第 106表、図版六二 ・ 六三）　

　Ґஔ　調査区南部にあたるＬ -30 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北側の大

半は調査区外で、西側は既に削平されており遺存せず、詳細は不明であるが、方形を基調とした竪穴建物跡

の南東隅とみられる。確認できた範囲で、東西 2.6 ｍ以上で、南北２ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で 35

㎝ほどである。　ओ࣠ํ　不明。　෴　４層確認した。このうち床面を覆う淡灰褐色土は地山由来のロー

ムブロックを多く含む。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は確認できず、地山であるローム層をそのまま

床面としている。また壁に沿って幅 35 ㎝、深さ５㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀　１基確認した。

P1は南北方向に長い楕円形で、長軸 40㎝、短軸 30㎝、深さ 59㎝である。おそらく主柱穴とみられる。　

ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏４点 16ｇ、鉢１点 15ｇ、甕７点 39ｇが

出土している。　ظ࣌　不明。

̜区 SI-71（第 207 図、第 106表、図版六三）　

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＨ -28・29、Ⅰ -28・29 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-72 と重複し

ており、本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が調査区外で、東壁及び南壁の一部を確認したに過ぎない。

一辺５ｍほどの方形基調の竪穴建物跡と思われる。壁は遺存状況の良い部分で５㎝ほどである。　ओ࣠ํ

　Ｎ -102° - Ｅ　෴　ローム粒子を含んだ暗褐色土、鹿沼軽石を含んだ暗褐色土が堆積している。　চ໘

　地山である鹿沼軽石層を床面としているとみられる。　ப݀　確認されていない。　ΧϚυ　東壁中央

に位置しているが、遺存状況が極めて悪い。袖は基礎となる地山ローム層の掘り残し部分を確認した。本来

はこの上に粘質土を積んで袖を構築していたと思われる。袖は幅 25㎝、高さ３㎝、竪穴壁からの長さ 35㎝、

両袖間の幅 67㎝である。明確に焼けた燃焼部の痕跡は認められず、炭化物なども確認できなかった。　ग़

Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏１点４ｇ、甕３点 50ｇ、須恵器坏３点 24ｇ、陶器１点２ｇが出

土している。　９　ظ࣌c中葉以降。

P1

調
査
区
外

SI-47

2
3
4

5

1

6

75

P1 P1

6

1

A A'

B
B'

C C'

A A'
C C'

B
B'

SI-47
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ロームブロック少量、ローム粒子微量。しまりややあり。
３　暗灰褐色土　ロームブロックやや多量、ローム粒子やや少量、焼土粒子微量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
４　黒褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロックやや少量。しまりややあり。
５　淡灰褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや多量。しまりややあり。
６　灰褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや多量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　（P1覆土）
７　淡灰褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりややあり。
　　　　　　　　（壁溝）

� �N�ɿ��
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第○図　SI-47 遺構実測図
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調査区外

SI-72
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SD-74

SI-71 カマド SI-72 カマド

SI-71 SI-72

SI-72 カマド掘方
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調
査
区
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12
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調 査 区 外
1
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3

4

5
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5

6

1 2
3

4

5

6
7

8
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撹乱

8

2

2

3
4

9

9

7 9
8

撹乱
撹乱

撹乱
7
10
8

13
4
3

11 12

10 7 4 913

2

1

A A' D D'

B

B'

C
C'

E
E'

F F'

A A'

B
B'

D
D'

C
C'

E
E'

F F'

G G'

H
H
'

G G'

H
H
'

I I'

J
J'

J
J'

I I'

J
J'

I I'

SI-71･72
１ 表土　　　　耕作土
２ 暗褐色土　　ローム粒子少量（層状に入る）、
 　　　　　　焼土・炭化物若干。しまり非常に
 　　　　　　あり。粘性普通。
３ 暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土・炭化物
 　　　　　　若干。しまりあり。粘性普通。
４ 暗褐色土　　ローム粒子微量、KP粒子若干。
 　　　　　　しまりに欠ける。粘性やや欠ける。
 　　　　　　
５ 暗褐色土　　KP粒子多量、ローム粒子少量。
 　　　　　　しまりやや欠ける。粘性普通。
６ 暗褐色土　　KP粒子少量、ローム粒子微量、
 　　　　　　焼土粒子・炭化物若干。しまり
 　　　　　　あり。粘性普通。
７ 黄褐色土　　ローム主体。KP粒子少量。
 　　　　　　しまりややあり。粘性ややあり。
８ 黄茶褐色土　KP粒子・KPブロック多量。
 　　　　　　しまりあり。粘性普通。
９ 赤褐色土　　焼土・粘土多量、焼けたKP粒子
  　　少量。しまりあり。粘性ややあり。
10 暗褐色土　　KP粒子少量。しまりあり。粘性普通。
11 黄褐色土　　KP主体。しまりあり。粘性やや
 　　　　　　欠ける。
12 茶褐色土　　KP粒子多量。しまり欠ける。粘性
  　　欠ける。
13 黄褐色土　　KP主体。しまり欠ける。粘性欠ける。

SI-71　カマド
１　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物若干。しまりあり。　 
　　　　　　　　粘性普通。
２　明黄褐色土　ローム主体。KP粒子少量。しまりやや欠ける。粘性
 　　欠ける。
３　明黄褐色土　KP主体。しまり欠ける。粘性欠ける。
４　灰褐色土　　粘土主体。KP微量。しまりあり。粘性ややあり。
５　茶褐色土　　KP粒子・粘土多量。しまりややあり。粘性中欠ける。
６　灰褐色土　　粘土層。しまりあり。粘性あり。

SI-72　カマド
１　暗褐色土　　KP粒子少量、ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物若干。
　　　　　　　　しまりあり。粘性普通。（住居跡 8層に対応）
２　茶灰褐色土　KP粒子・白色粒子・粘土微量、焼土粒子若干。しまり
　　　　　　　　あり。粘性ややあり。
３　黄褐色土　　ローム主体。KP粒子少量。しまりややあり。粘性やや
　　　　　　　　あり。（天井崩落土）
４　赤褐色土　　焼土・粘土多量、焼けたKP粒子少量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。（天井崩落土）
５　灰褐色土　　粘土多量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性普通。
　　　　　　　　（袖流出土）
６　茶褐色土　　粘土粒子・KP粒子少量。しまりあり。粘性普通。
　　　　　　　　（袖流出土）
７　赤褐色土　　粘土多量、焼土粒子少量、KP粒子微量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。（袖）
８　灰赤褐色土　粘土層。焼土粒子若干。しまりあり。粘性あり。（袖）
９　赤褐色土　　KP層。しまりあり。粘性欠ける。（火床）

� �N�ɿ��
L=80.90m(A-A'•C-C'～F-F')
L=81.30m(B-B')

� �N�ɿ��
-������N

第 20� 図　(۠ 4*��1ɾ�2 Ҩ࣮ߏଌ図

、）
，
＼
 

＼
／
口

□
[

'-、

.@・ 

• ぃ

-- --

： ［ 

一
ク



－ 275 －

第 10節　G・N区

1 2 3

6

4

5

8

7 9

10 11

12

13

� ��DN�ɿ�

第 208 図　(۠ 4*��2 ग़Ҩ࣮ଌ図

口 □ ロ ー［ 三

_--
] } ¥ 



－ 276 －

第 3章　小泉分校裏遺跡

̜区 SI-72（第 207・208 図、第 106・120 表、図版六三 ・ 六四 ・ 一三一 ・ 一三二）　

　Ґஔ　調査区南西部にあたるⅠ -28・29 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-71 より古く、SD-74 より

新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西壁が重複によって失われているが、東西方向に長い方形とみられる。東西 3.5

ｍ以上、南北 3.5 ｍ、壁は遺存状況の良い部分で 40㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　෴　６層

は自然流入土、８層は壁などの崩落土、８・９層はカマドの天井や袖の崩落土と考えている。　চ໘　貼床

は認められず、地山であるローム層を床面としており、上面は平坦となっている。図示していないが、東壁

中央付近で硬化面が認められており、この付近に入口施設があった可能性がある。南壁付近には土坑状の浅

い落ち込みがあり、12の砥石が出土している。　ப݀　３基確認した。このうち P2・3は壁を抉り込んで

構築されている。P1 は南東隅付近に位置しており、東西方向に長い楕円形で、長軸 40 ㎝、短軸 25 ㎝、深

さ 20 ㎝ほどである。P2 は北壁のカマド右脇の壁を掘り込んでいる。開口部の平面形は蒲鉾形で最大幅 35

㎝、床面からの高さ 12㎝、開口部から北西方向に 30㎝ほど掘り込まれている。内部には鹿沼軽石粒子を多

量に含んだ茶褐色土が堆積していた。P3は北壁を掘り込んでいる。開口部の平面形は半円形で、最大幅 25

㎝、床面からの高さ 10㎝、開口部から北方向に９㎝ほど掘り込まれている。内部には鹿沼軽石を主体とした

黄褐色土が堆積していた。　ΧϚυ　北壁中央に位置しており、赤褐色土と灰赤褐土を積んで構築した袖と、

第 120 ද　(۠ 4*��2 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

208 1 須恵器 
坏

口径　12.8 
底径　7.2 
器高　4.3

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量、赤
色粒子微量

良好 底部 糸切り ほぼ完形 覆土中 G区 SI-72 益子産

208 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.0） 
器高［3.4］

外面 5Y6/3 
オリーブ黄 
内面 5Y5/2 
灰オリーブ

砂粒多量、礫
少量

良好 底部 糸切り 底部 2/3
残存

カマド
内

G区 SI-72 
カマド 1

益子産

208 3 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.5］

外面 5Y6/1 
灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒多量、礫
少量

良好 底部 回転ヘラケズリ 底部残存 床面直
上

G区 SI-72 
No.4

堀ノ内産か

208 4 須恵器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［3.3］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 7.5YR5/2 
灰褐

砂粒多量 良好 ロクロ目顕著 坏底部
3/4 残存

床面直
上

G区 SI-72 
No.3

益子産

208 5 須恵器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［4.7］

外面 2.5Y6/1 
黄灰 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒少量 良好 3透かし孔か 脚部一部
残存

覆土中 G区 SI-72 
南ベルト内

益子産

208 6 須恵器 
蓋

口径（20.6） 
底径　- 
器高［2.9］

外面 5Y5/1 
灰 
内面 5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒少量、礫
若干

良好 ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ

天井部
1/4 残存

覆土中 G区 SI-72 
南西部

益子産

208 7 須恵器 
甑

口径（18.6） 
底径　- 
器高［10.2］

外面 10YR7/3 
にぶい黃橙 
内面 2.5Y7/2 
灰黄

砂粒微量 良好 ロクロ目顕著 口縁部
1/8 残存

床上約
5㎝

G区 SI-72 
No.8

208 8 土師器 
甕

口径（19.0） 
底径　- 
器高［8.0］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫・金
雲母多量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/5 残存

床面直
上

G区 SI-72 
No.7

208 9 男瓦

厚　2.0 
重　386.27

外面 2.5Y7/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒多量、礫
少量

良好 凸面 ナデ 
凹面 布目痕 
側面 ナデ

一部残存 床上約
10㎝

G区 SI-72 
No.5

208 10 女瓦
厚　2.2 
重　306.24

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・礫少量 良好 凸面 ナデ 
凹面 布目痕 
側面 ナデ

一部残存 床面直
上

G区 SI-72 
No.9

208 11 女瓦

厚　2.5 
重　303.31

外面 10YR6/6 
明黄褐 
内面 10YR6/3 
にぶい黄橙

砂粒・礫少量 やや
不良

凸面 縄タタキ 
凹面 糸切り・ナデ 
側面 ナデ

一部残存 床上約
3㎝

G区 SI-72 
No.13

206 12 石製品
砥石

長　25.6 
幅　15.4 
厚　10.4 
重　4420.6

砂岩 被熱 研磨面 2面 一部欠損 床面直
上

G区 SI-72 
No.10

208 13 石
（用途不明）

長　23.0 
幅　10.7 
厚　11.9 
重　3338.9

砂岩 被熱 一部残存 床上約
3㎝

G区 SI-72 
No.11
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袖に挟まれた燃焼部、下部の掘方が遺存していた。袖は幅 50㎝、高さ 20㎝、竪穴壁からの長さ 55㎝、両

袖間の幅 40㎝である。地山である鹿沼軽石層を掘り残し、袖芯としていた。また左袖の内側には土器片 (2)

が張り付けられていた。天井のアーチ構造が一部遺存しており、（A-A' ７層部分）燃焼部底面からの高さは

10㎝ほどであった。燃焼部は良く焼けており、底面や袖の内側が焼土化していた。掘方は燃焼部中央に深さ

５㎝未満の浅い掘り込みを確認した。　ग़Ҩ　土師器甕１点、須恵器坏２点、高台付坏１点、高坏２点、

蓋１点、甑１点、瓦３点、石製品１点、石１点を図示した。８は胎土に金雲母が含まれる。このほかに土師

器坏９点 112 ｇ、甕 63 点 934 ｇ、甑２点 49 ｇ、須恵器坏 22 点 381 ｇ、蓋５点 51 ｇ、甕 13 点 391 ｇ

が出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

̜区 SI-73（第 209・210 図、第 106・121 表、図版六四 ・ 六五 ・ 一三二 ・ 一三三）　

　Ґஔ　調査区西部にあたるＨ・Ⅰ -29・30 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-95 と重複するが、新旧

P1

P2
P4

P3

SI-73

カマド

調査区外

調
査
区
外

P-82
SK-95

A
A'

C C'

D D'

E
E'

B B'

2

4

5

6 7

12

8

11

P4 P2 P3

12
9

13

10

11

B B' C C'

1
2

3 4 5
6

7
8

9

P1
P4

A
A'

5
4

321

8

7

E
E'

5
6

9

8外
区
査
調

D D'

2
4

6

5

7

811

SI-73
１ 表土　　　　耕作土
２ 暗褐色土　　ローム粒子多量。しまりややあり。粘性普通。
３ 暗褐色土　　ローム粒子多量、KP 粒子・焼土・炭化物若干。しまり
 　　　　　　非常にあり。粘性やや欠ける。
４ 黒褐色土　　ローム粒子・KP 粒子若干。しまりややあり。粘性ややあり。
５ 暗褐色土　　ローム粒子・KP 粒子微量、焼土・炭化物若干。しまり
 　　　　　　ややあり。粘性ややあり。
６ 黄茶褐色土　KP 粒子多量、ローム粒子微量。しまりややあり。粘性普通。
７ 黄褐色土　　ローム粒子・KP 粒子多量。しまりあり。粘性ややあり。
８ 黄茶褐色土　ローム粒子少量、KP 粒子若干。しまりあり。粘性ややあり。
９ 暗褐色土　　ローム粒子・KP 粒子少量。しまりやや欠ける。粘性普通。
10 黄褐色土　　ローム主体。しまりあり。粘性ややあり。
11 黄褐色土　　ローム粒子・KP 粒子多量。しまりあり。粘性ややあり。
12 暗褐色土　　KP 粒子少量、ローム粒子微量。しまり欠ける。粘性普通。
13 茶褐色土　　ローム粒子少量、KP 粒子微量。しまりあり。粘性ややあり。

SI-73　カマド
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子多量。しまりややあり。粘性普通。
３　暗褐色土　　ローム粒子多量、KP 粒子・焼土・炭化物若干。
　　　　　　　　しまり非常にあり。粘性普通。
４　黄茶褐色土　粘土少量、KP 粒子微量、焼土粒子若干。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。粘性普通。
５　茶褐色土　　粘土少量、KP 粒子・焼土微量。しまりあり。粘性
　　　　　　　　ややあり。
６　黄灰褐色土　粘土主体。焼土少量、KP 粒子微量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性あり。（袖）
７　灰赤褐色土　粘土層。焼土多量。しまりあり。粘性普通。
　　　　　　　　（天井崩落土）
８　赤褐色土　　焼土主体。しまりあり。粘性欠ける。（火床）
９　赤褐色土　　粘土多量、焼土粒子少量、KP 粒子微量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。（袖）
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関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側の大半が調査区外のため詳細は不明であるが、方形を基調とし

た竪穴建物跡と思われる。東西 2.8 ｍ以上、南北 5.3 ｍ、壁は遺存状況の良い部分で 45㎝ほどである。　ओ

N-0°　෴　ローム粒子や鹿沼軽石粒子が多く含まれている。　চ໘　確認された範囲では貼床等　ํ࣠

は認められず、地山である鹿沼軽石層を床面としている。　ப݀　３基確認した。P1は北壁側に位置して

いる。長軸径 30㎝ほどの楕円形とみられ、深さは 18㎝ほどである。P2は P4 より古い。長軸 24㎝、短軸

18㎝、深さ 10㎝の隅丸長方形である。P3は東壁中央に位置しており、壁柱穴の可能性がある。東西に長い

楕円形で、長軸 25㎝、短軸 15㎝、深さ 60㎝である。　ஷଂ݀　P4は東隅に位置している。北カマドの右

脇という位置関係から貯蔵穴とみられる。東西に長い長方形で、長軸 55㎝、短軸 45㎝、深さ 20㎝である。

底面は平坦で、壁は垂直に立ち上がる。　ΧϚυ　北壁に位置しており、東側半分を確認した。袖は左袖の

半分を調査した。袖は地山を掘り残した上に黄灰褐色粘土を積んで構築していた。高さは 15 ㎝、竪穴壁か

らの長さは 80㎝ほどである。袖の先端には倒立させた甕（8・11）が置かれており、袖口の芯材として用い

られたものとみられる。燃焼部も一部確認し、底面は焼土化していた。　ग़Ҩ　土師器坏３点、鉢２点、

甕６点を図示した。このほかに土師器坏１点 37ｇ、甕 129 点 1868.7 ｇ、須恵器坏１点６ｇ、蓋１点４ｇが

出土している。　７　ظ࣌世紀前葉。

11

1 2 3

4
5 6 7

8

9

10 11
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２　۷ཱப建物跡

　掘立柱建物跡は、西側に斜傾する台地の落ち際に１棟が確認されている。

̜区 S#-79（第 211 図、第 122・123 表、図版六五 ・ 一三三）

　Ґஔ　調査区北部にあたるⅠ -25・26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-81 と重複しており、本遺構

が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　３基の柱穴が約 4.8 ｍの長さで南北方向に直線的に並んでいる。列は南北に

延びないため、掘立柱建物跡の一部と推定される。梁桁は不明である。２間は確認されている。柱穴の平面

形はいずれも楕円形で、長軸 70～ 120 ㎝ほどで、深さは 52～ 95 ㎝、柱間距離は P1-P2 で 2.4 ｍ、P2-P3

で 2.4 ｍである。P1・2からは直径 20㎝ほどの柱痕跡が確認された。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　ग़Ҩ

　図示した遺物は須恵器の蓋１点である。このほかに土師器坏６点 31ｇ、甕 29点 157 ｇ、須恵器坏 54点

64ｇ、高台付坏１点 15ｇ、長頸壺（壺Ｇか）１点６ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀中～後葉。　

第 121 ද　(۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

210 1 土師器 
坏

口径（12.2） 
底径　- 
器高［4.0］

外面 7.5YR7/6 
橙 
内面 10YR6/4 
にぶい黃橙

砂粒多量、赤
色粒子若干

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
2/3、体
～底部
1/3 残存

カマド
付近

G区 SI-73 
一括・カマ
ド一括

210 2 土師器 
坏

口径（12.0） 
底径　- 
器高［3.9］

10YR5/4 
にぶい黄褐

砂粒微量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ一部ミガ
キか 
内面 ナデ

1/2 残存 床面直
上

G区 SI-73 
No.1

210 3 土師器 
坏

口径　14.9 
底径　- 
器高　3.7

5YR5/6 
明赤褐

砂粒多量、礫・
赤色粒子若干

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/2、底
部 2/3 残
存

カマド
付近

G区 SI-73 
カマド一括

210 4 土師器 
鉢

口径（12.4） 
底径　- 
器高［7.8］

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫微量 良好 外面 スス付着 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ 
内面 ナデ一部ケズリ

口縁部
3/4、体
部 1/4 残
存

床面直
上

G区 SI-73 
No.10・一括

210 5 土師器 
鉢

口径（17.0） 
底径　- 
器高［9.8］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫多量、
金雲母少量

良好 内面 黒化 
外面 スス付着 
荒れている

口縁部外面 ヨコナデ　
体部外面 ナデ 
口縁部～体部内面 ナデ

口縁部
3/4、体
部 2/3 残
存

床上約
5～ 8
㎝

G区 SI-73 
No.7・8・一
括

210 6 土師器 
小形甕

口径　10.2 
底径　2.5 
器高　9.5 
最大径　10.5

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒多量、礫
少量

良好 内面 コゲ付着 
外面 スス付着

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
底部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラナデ 
ヘラの当たり痕

ほぼ完形 床面～
床上約
10㎝

G区 SI-73 
No.4・7・一
括

210 7 土師器 
小形甕

口径　11.7 
底径（4.6） 
器高　11.8

外面 10YR5/3 
にぶい黃褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒・礫多量 良好 外面 スス付着 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

口縁部完
存、体～
底部 3/4
残存

床面～
床上約
10㎝

G区 SI-73 
No.8・9・
10・一括

210 8 土師器 
甕

口径　13.6 
底径　- 
器高［13.6］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 2.5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒・礫多量、
黒色粒子微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

口縁部完
存、胴部
1/2 残存

カマド
底面付
近

G区 SI-73 
カマド 1～
6・カマド一
括

210 9 土師器 
甕

口径（20.0） 
底径　- 
器高［6.9］

外面 10YR3/2 
黒褐 
内面 10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒多量、礫・
透明粒子少量

良好 口縁部 ヨコナデ 
内面 ナデ

口縁部
2/3 残存

カマド
付近

G区 SI-73 
カマド一括

210 10 土師器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［20.5］

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫・透
明粒子多量

良好 内面 黒化 
外面 スス付着 
荒れている

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

胴部 1/2
残存

カマド
付近

G区 SI-73 
カマド一括・
一括

210 11 土師器 
甕

口径　18.4 
底径　- 
器高［18.3］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 10YR6/6 
明黄褐

砂粒・礫多量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデか 
紐積痕

口縁～胴
部ほぼ完
存

カマド
上層

G区 SI-73 
カマド No.6

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） ピット 断面形 出土 

遺物 重複関係

SB-79 S79･80 I-25·26 N-10° -E - 4.80 - 0.52 ～ 0.95 3 U 字状 有 SK-81 より新三
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３　柵列

　柵列はN区の台地上に１列が確認されている。北側が調査区外のため、掘立柱建物跡の一部の可能性も否

定できない。G区の南東部でもピットが並び、柵列の可能性も考えられる。

1

調
査
区
外

SK-81

P2

P1

P3

SB-79

SB-79 P1

A
A'

B
'B

C

C'

3 5
6

4
5

1
2 2

12

3

2

P1

P2

P3

調
査
区
外

B B'
81.70m

A A'
81.80m

C C'
81.50m

SB-79 P2
１　黒褐色土　　ローム粒子微量。しまりややあり。
２　暗灰褐色土　ロームブロックやや多量、ローム粒子やや少量。しまりやや欠ける。
３　黒色土　　　KP粒子少量。しまり欠ける。
４　暗褐色土　　KP粒子多量、KPブロックやや多量。しまりやや欠ける。
５　暗黄褐色土　KPブロック多量、KP粒子・黒色土ブロックやや多量。しまりややあり。
６　黄褐色土　　KP粒子・KPブロック多量。しまりややあり。

SB-79 P1
１　暗灰褐色土　ローム粒子少量。しまりややあり。
２　黒褐色土　　ロームブロック少量、ローム粒子やや少量。しまりやや欠ける。

SB-79 P3
１　黒褐色土　　ローム粒子少量。
２　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。
３　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック・KPブロック多量。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

211 1 須恵器 
蓋

口径（21.8） 
底径　- 
器高　3.0

外面 N5/0 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫
微量

良好 内面 自然釉付着 1/2 残存 覆土中 G区 SB-79 益子産

＼
一

□•一

口一

ーロ
こ三←

| | | I|  |I  I|I|I  I I 
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̜区 SA-48（第 212 図、第 124表）

　Ґஔ　調査区南東隅にあたるＬ -30、Ｍ -29・30 グリッドに位置する。ॏෳؔ　なし。ฏ໘ܗঢ়ɾن

　３基の柱穴が約８ｍの長さで、東西方向に直線的に並んでいる。楕円形で、長軸で 49～ 68 ㎝、深さは

20～ 43 ㎝、柱間距離は P1-P2 間で約 2.7 ｍ、P2-P3 間で約 4.7 ｍとなっている。それぞれの柱穴からは直

径 20㎝ほどの柱痕跡が確認された。　ओ࣠ํ　Ｎ -50° - Ｅ　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

４　溝

　溝は台地を横断するもの４条と並行するもの１条、L字に屈曲するもの１条が確認されている。

SA-48

P1 P2
P3

A A'
83.30m

A A'

1

3
1

4

4 5 2

P1 P2 P3

SA-48
１　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや多量。しまりやや欠ける。
２　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、炭化物粒子微量。しまりやや欠ける。
３　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりやや欠ける。
４　暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロックやや少量。しまりやや欠ける。
５　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり欠ける。

� �N�ɿ��
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遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m）

幅 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SD-20 SD-20 I-28 N-85° -E 直線状 [6.50] 0.90 0.25 U 字状 有

SD-24･74､P-110･112 よ
り新 SK-101､P-103 ～
105･106 ～ 109･111 と重
複

SD-24 SD-24 I-28･J-28 N-85° -E 直線状 [8.50] 0.90 0.19 逆台形 有 SD-20 より古

SD-25 SD-25 I-24･J-24 N-82° -W 直線状 [8.50] 1.85 0.58 U 字状 有

SD-45 SD-45 K-28･
L-28·29 N-15° -W L 字状 [12.00] 0.60 ～

0.80 約 0.10 U 字状 無 SI-42･44 より古

SD-74 SD-74 I-28･29 N-10° -E 直線状 [4.00] 1.20 0.07 ～
0.18 U 字状 有 SI-72･SD-20 より古　

P-103・104 と重複

SD-75 SD-75 I-29 N-82° -W 直線状 [2.90] 1.60 0.30 U 字状 無 SK-76 より古

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SA-48 P1 S48 L-30 
M-29･30 N-60° -W 楕円形 0.49 0.46 0.21 逆台形 無

SA-48 P2 S48 L-30 
M-29･30 - 円形 0.6 0.6 0.2 逆台形 無

SA-48 P3 S48 L-30 
M-29･30 - 円形 0.68 0.66 0.43 逆台形 無

□
 

／
＿
 □) 口・-
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̜区 SD-20（第 213 図、第 125表、図版六五）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるⅠ -28 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-24・74、P-110・112 より新しく、

SK-101、P-103 ～ 105・106 ～ 109・111 との新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に直線

的に延びており、確認できた範囲で全長約 6.5 ｍ以上、幅 90㎝、深さ 25㎝である。東側にむかって徐々に

浅くなり、緩やかに立ち上がる。　ओ࣠ํ　Ｎ -85° - Ｅ　෴　覆土は底面～壁面を覆う灰褐色土と、上

面を覆う暗黒褐色土である。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており、やや凹凸が目立つ。断面形は逆台形状

を基調としている。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏２点３ｇ、甕９点 57ｇ、須恵器坏７点

46ｇ、高台付坏１点３ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

SD-24

SD-24SD-20

SD-20

SD-20
SK-101

SD-74

SD-74

SK-101

SD-20

SD-20・24・74

SD-24

SI-71

SI-72 調査区外

P-
102

P-103

P-105

P-104
P-106

P-107

P-108

P-109 P-110

P-111

P-112

SK-101P-105P-103

SD-24

P-110

P-112

8

6

7

3
4

4
7

6

P-102
7

6

3
5

1

2

A A'
81.30m

B B'
80.90m

C C'
80.70m

D D'
81.30m

E E'
81.50m

A

A'

B

B'

C

C'

D

D'

E E'

SD-20・24・74
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子多量。しまりややあり。粘性普通。
３　黒褐色土　　ローム粒子少量。しまりやや欠ける。
４　明灰褐色土　ローム粒子微量。しまり欠ける。
５　暗灰褐色土　ローム粒子・KP粒子少量。しまりやや欠ける。
６　黒褐色土　　ローム粒子・KP粒子少量。しまりややあり。
７　灰褐色土　　ローム粒子やや多量、KP粒子少量。しまりやや欠ける。
８　暗褐色土　　ローム粒子多量、KP粒子・焼土・炭化物若干。しまり非常にあり。粘性やや欠ける。
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SD-25 出土遺物

SD-25

調査区外

調査区外

調査区外

SD-45a SD-45b

SD-45a SD-45b

SD-45a

SD-45b
SI-42

SI-8

SI-44

SK-76

SD-75a

SD-75b

2

3

1

1 2

1

4

5
6

78SD-75a SD-75b

2
3

SI-42 1 2

910

A A'
81.80m

A A'

A A'
83.20m

B B'
83.20m

A

A'
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SD-25
１　表土　　　耕作土
２　黒褐色土　ローム粒子少量。しまりやや欠ける。
３　暗褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりやや欠ける。

SD-45
１　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりやや欠ける。
２　暗灰褐色土　ローム粒子微量。しまり欠ける。

SD-75
１　表土　　　耕作土
２　暗褐色土　ローム粒子多量。しまりややあり。粘性普通。
３　暗褐色土　ローム粒子多量、KP粒子・焼土・炭化物若干。しまり非常にあり。
　　　　　　　粘性やや欠ける。
４　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや欠ける。粘性普通。
　　　　　　　（SD-75a）
５　暗褐色土　ローム粒子微量、焼土・炭化物若干。しまりあり。粘性普通。
６　茶褐色土　KP粒子少量、ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性普通。
　　　　　　　（SD-75b）
７　茶褐色土　ローム粒子・KP粒子微量。しまりややあり。粘性普通。（SD-75b）
８　茶褐色土　KP粒子・KPブロック主体。しまりあり。粘性普通。（SD-75b）
９　黒褐色土　KP粒子・KPブロック少量。しまりあり。粘性普通。
10   暗褐色土　KPブロック含む。しまりあり。粘性普通。
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̜区 SD-45（第 214 図、第 125表、図版五九 ・ 六六）

　Ґஔ　調査区東部にあたるＫ -28、Ｌ -28・29 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-42・44 と重複してお

り、本遺構が最も古いとみられる。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　重複や削平によって全てを確認できたわけではない

が、北側は北西－南東方向に約４ｍ延び、そこで 30°ほど南に折れ曲がり、約８ｍ延びて緩やかに立ち上がる。

幅は 60～ 80 ㎝、深さは 10㎝前後で、南端に向かうほどに規模を縮小させている。なお、溝が折れ曲がる

部分では掘り返しの痕跡が確認されている。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° -Ｗ　෴　溝の大部分を覆う黒褐色土と、

暗灰褐色土の２層である。　ఈ໘　ローム層中に作られており、比較的丸みを帯びている。壁は非常に緩や

かな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̜区 SD-74（第 213 図、第 125表、図版六六）

　Ґஔ　調査区西部にあたるＩ -28・29 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-72、SD-20、その他多数のピッ

トと重複しており、本遺構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　全体を確認できていないが、南北方向に直線的に延

びている。確認できた範囲で長さ 4.0 ｍ以上、幅 1.2 ｍ、深さ 7～ 18 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -10°

- Ｅ　෴　上面に堆積する黒褐色土と、底面に堆積する灰褐色土の２層である。このうち黒褐色土は地山由

来の土とみられ、壁の崩落土と考えられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、丸みを帯びている。断面

̜区 SD-24（第 213 図、第 125表、図版六五）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるⅠ・Ｊ -28 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-20 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　SD-20ن と隣接し、並行するように東西方向に延びている。西側は削平されており消失していた。確認

できた範囲で全長約 8.5 ｍ以上、最大幅 90㎝、深さ 19㎝である。幅・深さともに東側に向かうほど規模を

縮小しており、東端部で緩やかに立ち上がっている。　ओ࣠ํ　Ｎ -85° - Ｅ　෴　ローム粒子をやや多

く含む灰褐色系の土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、丸みを帯びている。壁は比較的

緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏２点９ｇ、甕９点 43ｇ須恵器坏５点

38ｇ、甕３点 68ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̜区 SD-25（第 214 図、第 125・126 表、図版六五 ・ 一四九）

　Ґஔ　調査区北部にあたるⅠ・Ｊ -24 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西

方向に直線的に延びており、確認できた範囲で全長 8.5 ｍ以上、幅 185 ㎝、深さ 58 ㎝である。幅・深さと

もに東側に向かうほど規模を縮小している。　ओ࣠ํ　Ｎ -82° - Ｗ　෴　底面～壁面を覆う地山由来と

みられる暗褐色土と、上面を覆う黒褐色土の２層である。　ఈ໘　地山である鹿沼軽石層上面に作られている。

底面は幅狭く、丸みを帯びており、壁は底面より緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　銅製品のキセル１点を

図示した。このほかに土師器坏１点４ｇ、甕２点６ｇ、陶器１点３ｇが出土している。　ظ࣌　不明。
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５　土坑

　土坑は竪穴建物跡の周囲に多く、台地の傾斜面に散在して確認されている。

形状はＵ字状となる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏４点 32ｇ、甕 19点 161 ｇ、須恵器

坏５点 19ｇ、甕２点 63ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̜区 SD-75（第 214 図、第 125表、図版六六）

　Ґஔ　調査区西部にあたるⅠ -29グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-76と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側は調査区外に延びており、東側は削平されて遺存しておらず、調査できたのは一部

分のみである。東西方向に直線的に延びており、確認できた範囲で、長さ 2.9 ｍ以上、幅 1.6 ｍ、深さ 30㎝

ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -82° - Ｗ　෴　確認できた部分では茶褐色土が堆積していた。aよりも bの

方が古い。谷の埋土を掘り込んでいる。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており平坦となっているが、部分的

に段差が認められることから、掘り返しが行われたと考えられる。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　

出土していない。　ظ࣌　不明。

第 12� ද　(۠�ܭଌද

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-7 SK-7 J-27 N-60° - Ｗ 長楕円形 1.75 0.50 0.20 逆台形 有 SI-5、P-100 より新

SK-17 S17 J-26 N-30° - Ｅ 楕円形 1.30 1.10 0.60 U 字状 有

SK-19 S19 J-26 N-30° - Ｅ 隅丸正方形 1.10 1.10 0.60 逆台形 無

SK-26 S26 J-27･28 N-40° - Ｅ 楕円形 1.56 1.04 0.80 U 字状 有 SI-6･SK-36 より古 
SK-27 より新

SK-27 S-27 J-27･28 N-40° - Ｅ 楕円形か [1.10] [0.64] 0.53 逆台形 無 SI-6､SK-26･36 より古　　　
陥し穴か

SK-36 S36 J-27 N-40° - Ｗ 楕円形 1.70 0.65 0.50 凸形 無 SK-26･27 より新　陥し穴か

SK-37 S37 K-31 N-70° - Ｅ 楕円形 1.10 0.75 0.45 逆台形 無 SI-4 より新

SK-51 S51 L-30 - 不整円形 0.63 0.62 0.17 逆台形 有

SK-52 S52 L-30 N-78° - Ｅ 楕円形 0.60 0.51 0.25 逆台形 有

SK-53 S53 L-30 N-80° - Ｗ 不整楕円形 1.15 0.65 0.43 逆台形 無

SK-54 S54 L-27･28 N-75° - Ｗ 楕円形か 1.60 [0.70] 0.24 逆台形 無 SI-43 より新

SK-56 S56 M-30 N-0° 不整楕円形 0.70 0.66 0.63 逆台形 無 SK-114 より新

SK-57 S57 L-30 N-17° - Ｅ 長楕円形か [1.70] 0.60 0.38 凸形 有

SK-64 S64 L-27 - 不整円形 0.62 0.60 0.16 逆台形 無

SK-76 SK76 I-29 N-30° - Ｗ 不整楕円形 1.00 0.70 0.27 逆台形 無 SD-75 より古

SK-77 SK77 M-28 不明 円形か 1.10 0.40 0.92 U 字状 無

SK-81 S81 I-26 N-67° - Ｅ 不整楕円形か 0.73 （0.45） 0.24 逆台形 有 SB-79P3 より古

SK-85 SK85 K-26
L-27 N-76° - Ｅ 長方形 1.05 0.60 0.33 逆台形 有 SI-40 より古

SK-95 S95 I-29 N-82° - Ｗ 楕円形 0.53 [0.25] 0.13 皿状 無 SI-73 より古
P-82 より新

SK-101 S101 I-28 N-12° - Ｅ 楕円形 (2.60) [0.78] 0.36 逆台形 無 SD-20 より古　P-104 と重複

SK-114 - M-30 N-0° 不整楕円形 0.80 [0.27] 0.52 箱形か 無 SK-56 より古
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̜区 SK- ７（第 215 図、第 127表、図版六六）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＪ -27 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-5、P-100 と重複しており、本遺

構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に長い楕円形で、長軸 175 ㎝、短軸 50㎝、深さ 20㎝である。　

ओ࣠ํ　Ｎ -60° - Ｗ　෴　中央の大部分を黒褐色土が覆い、壁際付近に灰褐色系の土が堆積している。

　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており、やや凹凸が目立つ。壁は底面から急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ

　土師器坏４点 7.2 ｇ、高台付坏 2点 12 ｇ、甕８点 27.2 ｇ、須恵器坏１点 4.0 ｇが出土している。　ظ࣌

　不明。

̜区 SK-17（第 215 図、第 127表、図版六六）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＪ -26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方

向にわずかに長い楕円形で、長軸 130 ㎝、短軸 110 ㎝、深さ 60 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｅ　෴

　上面に堆積する灰褐色土と、底面を含む大部分を覆う黒褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に

作られており、丸みを帯びる。壁は緩やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土

師器坏６点７ｇ、甕４点 47ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̜区 SK-19（第 215 図、第 127表、図版六七）

　Ґஔ　調査区中央部にあたるＪ -26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　隅丸正

方形で、一辺 110 ㎝、深さ 60 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｗ　෴　上面を覆う黒褐色土と底面を

覆う暗褐色土の２層である。２層は地山由来とみられるロームブロックや鹿沼軽石粒子を多量に含んでいる。

　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており平坦となっている。壁は底面から垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出

土していない。　ظ࣌　不明。　

̜区 SK-26・27（第 215 図、第 127表、図版六七）

　Ґஔ　調査区中央部のＪ -27・28 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SI-6、SK-36 と重複しており、

本遺構が古い。土坑の構築順序は 27→ 26 → 36 となっている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　SK-27 が重複のため全

体が不明であるが、後述する SK-36 を含め同じ構造の土坑が３基重複しているものとみられる。全形が判明

した SK-26 は北東－南西方向に長い楕円形である。長軸 156 ㎝、短軸 104 ㎝、深さ最大 80㎝である。また

下端が長軸方向に大きくオーバーハングしており、下端の長さは 200 ㎝ほどとなる。SK-27 は北東－南西方

向に長い楕円形である。長軸 110 ㎝、短軸 64㎝、深さ 53㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -40° - Ｅ　෴　地

山由来のローム・鹿沼軽石のほか、白色粒子が含まれている。　ఈ໘　北東隅部分が直径 60㎝ほどの大きさ

で１段深く掘り込まれている。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、SK-26 から土師器坏１点６ｇ、甕４

点 134 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。SK-27 は形状から縄文時代の陥し穴の可能性もある。

̜区 SK-36（第 215 図、第 127表、図版六七）

　Ґஔ　調査区中央部のＪ -27 グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SK-26・27 と重複しており、本遺構

が最も新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西－南東方向に長細い楕円形で、長軸 170 ㎝、短軸 65㎝、深さ 50㎝

である。　ओ࣠ํ　Ｎ -40° - Ｗ　෴　上半に堆積する暗灰褐色土（１層）と、下半に堆積する黒褐色土

（２層）が確認され、このうち２層は人為的な埋め戻しとみられる。　ఈ໘　鹿沼軽石中に作られており、幅
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狭くやや凹凸がある。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。形態的に

縄文時代の陥し穴の可能性もある。

̜区 SK-37（第 215 図、第 127表）

　Ґஔ　調査区南端部にあたるＫ -31 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ４と重複しており、本遺構が新

しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南側が一部調査区外であるが、東西方向に長い楕円形で、長軸 110 ㎝、短軸 75

㎝以上、深さ 45㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -70° - Ｅ　෴　地山由来のロームブロックを多く含む暗褐色

土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや凹凸が目立つ。壁は底面から垂直に立ち上がる。

　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̜区 SK-51（第 215・216 図、第 127・128 表、図版六七 ・ 一三三）

　Ґஔ　調査区南東部にあたるＬ-30グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　不整方形で、

長軸 63㎝、短軸 62㎝、深さ 17㎝である。　Ｎ -0°　෴　不明。　ఈ໘　ローム層中につくられており、

ほぼ平坦となっている。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の坏を１点図示した。そのほか土師

器の甕 1点 10ｇが出土している。　7　ظ࣌世紀前葉か。　

̜区 SK-52（第 215・216 図、第 127・128 表、図版六七 ・ 一三三）

　Ґஔ　調査区南東部にあたるＬ -30 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方

向に長い不整楕円形で、長軸 60㎝、短軸 51㎝、深さ 25㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -78° - Ｅ　෴　不明。

　ఈ໘　ローム層中につくられており、平坦となっている。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　完形に

近い。須恵器の坏を１点図示した。　８　ظ࣌世紀後葉か。　

̜区 SK-53（第 215 図、第 127表、図版六七）

　Ґஔ　調査区南東部にあたるＬ -30 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方

向に長い不整円形で、長軸 115 ㎝、短軸 65㎝、深さ 43㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -80° - Ｗ　෴　地山

に近似したしまりの強い暗褐色土が堆積しており、埋め戻された可能性が高い。　ఈ໘　ローム層中につく

られており、平坦となっている。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̜区 SK-54（第 215 図、第 127表、図版六八）

　Ґஔ　調査区東部にあたるＬ -27・28 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-43 と重複しており、本遺構が

新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　楕円形を基調とした土坑とみられる。長軸 160 ㎝、短軸 70㎝以上、深さ 24㎝

である。　ओ࣠ํ　N-75° - Ｗ　෴　流入土とみられる黒褐色土と、崩落土とみられる淡灰褐色土の２

層を確認した。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。壁は急斜度で立ち上がる。　ग़

Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̜区 SK-56（第 215 図、第 127表、図版六八）

　Ґஔ　調査区南側にあたるＭ -30 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-114 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　不整楕円形となっており、長軸 70㎝、短軸 66㎝、深さ 63㎝である。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　２層
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確認した。このうち１層は柱痕跡、または柱の抜き取り痕の可能性があり、柱穴であった可能性が考えられる。

　ఈ໘　ローム層中に作られており、北側が１段深くなっている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　

不明。　

̜区 SK-57（第 216 図、第 127・128 表、図版六八 ・ 一三三 ・ 一四九）

　位置　調査区南東部にあたるＬ -30 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南側が

調査区外に延びており、全形は不明であるが、南北方向に長い楕円形または溝になる可能性も考えられる。

長軸 170 ㎝以上、短軸 60㎝、深さ 38㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -17° - Ｅ　෴　単層であった。　ఈ໘

　ローム層中に作られており、段を有するが概ね平坦となっている。壁は底面からほぼ垂直に立ち上がる。

　ग़Ҩ　須恵器坏１点、鉄製刀子１点を図示した。刀子は副葬品の可能性も考えられる。このほかに土

師器甕１点 16ｇ、須恵器坏３点 13ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̜区 SK-64（第 216 図、第 127表）

　Ґஔ　調査区南東部にあたるＬ-27グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　不整円形で、

直径約62㎝、深さ16㎝である。　෴　不明。　ఈ໘　ローム層中につくられており、やや丸みを帯びている。

壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　８　ظ࣌世紀後葉か。　

　

̜区 SK-76（第 216 図、第 127表、図版六八）

　Ґஔ　調査区南西部にあたるＩ -29 グリッド。　ॏෳؔ　SD-75 と重複しており、本遺構が古い。　平

面形状・規模　南北方向に長い不整楕円形である。長軸 100 ㎝、短軸 70㎝、深さ 27㎝である。　ओ࣠ํ

　Ｎ -30° -Ｗ　෴　自然堆積とみられる暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており、

平坦となっている。壁は急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

( 区 SK-77（第 216 図、第 127表、図版六八）

　Ґஔ　調査区東部にあたるＭ -28 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東側が

調査区外のため詳細は不明であるが、円形を基調とした土坑とみられる。長軸 110 ㎝、短軸 40㎝、深さ 92

㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　上半を覆う黒褐色土と下半を覆う暗褐色土の２層を確認した。地山

由来の土塊が多く含まれ、しまりも強い事から人為的な埋め戻しの可能性がある。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に

作られ、やや丸みを帯びている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̜区 SK-81（第 216 図、第 127表、図版六八）

　Ґஔ　調査区北部にあたるＩ -26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

に長い不整楕円形か。長軸73㎝、短軸推定45㎝、深さ24㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -67° -Ｅ　෴　不明。

　ఈ໘　ローム層中につくられており、壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できなかったが、土師

器甕７点 44g、須恵器短頸壺１点 70ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̜区 SK-85（第 216 図、第 127・128 表、図版六九）

　Ґஔ　中央東部にあたるＫ -26 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-40 と重複しており、本遺構が古い。
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SK-7
１　黒褐色土　　ローム粒子・白色粒子少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
２　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、KP粒子少量。
　　　　　　　　しまり欠ける。
３　暗灰褐色土　ローム粒子・KP粒子少量。
　　　　　　　　しまり欠ける。
４　明褐色土　　ローム粒子・KP粒子やや多量、
　　　　　　　　白色粒子少量。しまりやや欠ける。

SK-37
１　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック
　　　　　　　多量。しまりやや欠ける。

SK-17
１　灰褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック
　　　　　　　やや少量。しまりやや欠ける。
２　黒褐色土　ロームブロック多量、ローム粒子少量、
　　　　　　　炭化物粒子微量。しまりあり。

SK-19
１　黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック・
　　　　　　　褐色粒子・炭化物粒子少量。
　　　　　　　しまりあり。
２　暗褐色土　ローム粒子・KP粒子やや多量、
　　　　　　　ロームブロック・KPブロック
　　　　　　　少量。しまりあり。

SK-26
１　灰褐色土　　ローム粒子・KP粒子・白色粒子少量。しまりあり。
２　黒褐色土　　白色粒子やや多量、KP粒子やや少量。しまりやや欠ける。
３　淡灰褐色土　KP粒子・白色粒子多量。しまりやや欠ける。
４　黒褐色土　　ローム粒子やや多量、KPブロックやや少量、KP粒子少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。

SK-27
１　淡灰褐色土　KP粒子・白色粒子多量。しまりやや欠ける。
２　明褐色土　　ローム粒子・KP粒子やや多量。しまりややあり。
３　黒褐色土　　KP粒子やや多量、ローム粒子少量。しまりややあり。

SK-36
１　暗灰褐色土　KPブロックやや少量、ローム粒子・KP粒子少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
２　黒褐色土　　KP粒子多量、ローム粒子・KPブロックやや多量。
　　　　　　　　しまりややあり。

SK-53
１　暗褐色土　褐色粒子やや少量、ローム
　　　　　　　粒子多量、褐色粒子やや少
　　　　　　　量、ロームブロック少量。
　　　　　　　しまりあり。

SK-56･114
１　黒褐色土　　ローム粒子少量、炭化物粒子微量。
　　　　　　　　しまりややあり。
２　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　　やや多量。しまり欠ける。
３　暗灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
４　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　　やや多量。しまり欠ける。SK-54

１　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。
　　　　　　　　しまりややあり。
２　淡灰褐色土　ローム粒子・ロームブロック多
　　　　　　　　量。しまりやや欠ける。
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SK-85
１　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや多量。
　　　　　　　　しまりややあり。
２　淡灰褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。

SK-95
１　茶褐色土　　ローム粒子・KP粒子微量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。
２　黄褐色土　　KP粒子多量、ローム粒子少量。しまり
　　　　　　　　ややあり。粘性やや欠ける。

SK-76
１　暗褐色土　KP 粒子少量、KP ブロック微量。
　　　　　　　しまりやや欠ける。粘性普通。

SK-77
１　表土　　　耕作土
２　黒褐色土　ローム粒子・白色粒子少量、炭化物粒子微量。しまりややあり。
３　暗褐色土　ローム粒子多量、ロームブロックやや多量。しまりやや欠ける。

SK-101
１　表土　　　耕作土
２ 暗褐色土　ローム粒子少量（層状に入る）、焼土・炭化物
　　　　　　　若干。しまり非常にあり。粘性普通。
　　　　　　　（標準土層 3層に対応）
３　黒褐色土　ローム粒子微量。しまり欠ける。
４　暗褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。

� �N�ɿ��

第 21� 図　(۠ 4,���ɾ��ɾ��ɾ��ɾ81ɾ8�ɾ��ɾ101 Ҩ࣮ߏଌ図ɺ4,��1ɾ�2ɾ��ɾ8� ग़Ҩ࣮ଌ図

/-]-c-
＼ ＼ 

ー／□- こ
．． 

ー・／ペニニア．＿へ．＿ 一 ロ

-9•一 ー・ベニ~-

［＿□-ロー
＿ ． 万 デ ― —• 

こ

ミ

ロ

I
C
H
u
v
 

疇：

゜



－ 291 －

第 10節　G・N区

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に長い長方形で、長軸 105 ㎝、短軸 60 ㎝、深さ 33 ㎝である。　ओ࣠ํ　

Ｎ -76° - Ｅ　෴　上面を覆う黒褐色土と、底面を覆う淡灰褐色土の２層である。　ఈ໘　ローム層中に作

られており、凹凸が著しい。壁は斜めに立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器坏 14点 61ｇ、甕７点 263 ｇ、須

恵器坏 12点 96ｇ、高台付坏６点６ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̜区 SK-95（第 216 図、第 127表）

　Ґஔ　調査区西部にあたるＩ -29 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-73 より古く、P-82 より新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　楕円形か。長軸 53 ㎝、短軸 25 ㎝以上、深さ 13 ㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -82° - Ｗ

　෴　２層で、自然堆積と考えられる。　ఈ໘　ローム層中につくられており、壁は緩やかに立ち上がる。

　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̜区 SK-101（第 216 図、第 126表）

　Ґஔ　調査区西部にあたるⅠ -28グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-20と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外のため詳細は不明であるが、方形基調の土坑とみられる。確認できた

範囲で、長軸 260 ㎝ほど、短軸 78㎝以上、深さ 36㎝である。　ओ࣠ํ　N-12° - Ｅ　෴　しまりに欠

ける黒褐色土と暗褐色土が堆積している。自然堆積土とみられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、底

面は平坦で、壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̜区 SK-114（第 215 図、第 127表）

　Ґஔ　調査区南東部にあたるＭ -30 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-56 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　東西方向に長い不整楕円形で、長軸 80㎝、短軸 27㎝、深さ 52㎝である。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　

２層に分類できる。ロームを多く含む土が堆積しており、埋め戻された可能性が高い。柱穴の掘方の可能性

がある。　ఈ໘　ローム層中につくられており、平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ

　出土していない。　ظ࣌　不明。

第 128 ද　(۠�4,��1ɾ�2ɾ��ɾ8� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

216 1 土師器 
坏

口径（14.1） 
底径　- 
器高　3.6

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒少量 やや
不良

内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
内面 ナデ

口縁～底
部 1/3 残
存

覆土中 G区 SK-51

216 2 須恵器 
坏

口径　14.3 
底径　7.2 
器高　4.1

外面 5Y6/1 
灰 
内面 2.5Y6/1 
黄灰

砂粒多量、礫
微量

良好 自然釉付着 
荒れている

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部
1/5 欠損

覆土中 G区 SK-52 
No.1

益子産

216 3 須恵器 
坏

口径　13.3 
底径　6.5 
器高　4.4

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

口縁部一
部欠損

底面直
上

G区 SK-57 
No.1

益子産

216 4 鉄製品 
刀子

長［14.32］ 
幅　1.42 
厚　0.78 
重　18.49

一部欠損
木質部一
部残存

底面直
上

G区 SK-57 
No.2

216 5 須恵器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［7.6］

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒少量 良好 透かし孔か 1/5 残存 覆土中 G区 SK-85 
一括

益子産か
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６　ピット

　Ｇ区では 48基のピットが台地の上に集中して確認されている。計測表にまとめる。

　P-31 では柱痕も確認された。SI-40 ～ 44 付近にあるピットは規則的に並ぶため、柵列あるいは掘立柱建物

になる可能性も考えられる。

第 12� ද　(۠�ϐοτҨܭߏଌද

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

P-28 S28 I-28 N-67° -W 楕円形 0.45 0.32 0.14 逆台形 無

P-29 S29 I-28 N-0° 楕円形 0.45 0.40 0.07 - 有

P-31 S31 J-27 N-0° 楕円形 0.60 0.57 0.42 逆台形 無

P-32 S32 J-27 N-0° 楕円形 0.53 0.46 0.53 U 字状 無

P-33 S33 J-27 N-0° 楕円形 0.37 0.35 0.44 U 字状 無

P-34 S34 J-27 N-0° 楕円形 0.47 0.40 0.26 - 無

P-35 S35 J-27 N-47° -E 楕円形 0.59 0.38 0.33 - 無

P-49 S49 L-30 N-0° 楕円形 0.37 0.31 0.18 - 無

P-50 S50 L-30 - 円形 0.32 0.32 0.28 逆台形 無

P-55 S55 L-30 N-0° 楕円形 0.35 0.30 0.17 - 無

P-58 S58 L-30 - 円形 0.32 0.32 0.36 - 無

P-59 S59 L-30 - 円形 0.21 0.21 0.14 - 無

P-60 S60 L-27 N-83° -E 楕円形 [0.42] 0.53 0.21 - 無 SI-41 と重複

P-61 S61 L-28 N-8° -W 楕円形 0.45 0.37 0.13 - 無

P-62 S62 L-28 - 円形 0.37 0.37 0.15 - 無

P-63 S63 L-27 N-0° 楕円形 0.37 0.33 0.15 - 無

P-65 S65 L-27 N-0° 楕円形 0.52 0.45 0.17 - 無

P-66 S66 L-28 - 円形 0.40 0.40 0.10 - 無

P-67 S67 L-28 - 円形 0.30 0.30 0.12 - 無

P-68 S68 L-28 - 円形 0.25 0.25 0.12 - 無

P-69 S69 L-27 - 円形 0.37 0.37 0.23 - 無

P-70 S70 L-28 - 円形 0.20 0.16 0.10 - 無 SI-44 と重複

P-78 S78 I-25･26 N-25° -W 楕円形 0.43 0.27 0.14 - 無

P-82 S82 I-29 - 円形 0.22 0.22 0.50 U 字状 無 SK-95 より古

P-84 S84 I-23 N-90-° E 楕円形 0.46 0.32 0.47 - 無

P-87 S87 L-29 N-32° -E 楕円形 0.35 [0.21] 0.39 - 無 P-99 と重複

P-88 S88 L-28 - 円形 0.30 0.30 0.18 - 無

P-89 S89 L-29 - 円形 0.20 0.20 0.36 - 無

P-90 S90 L-29 - 円形 0.20 0.20 0.14 - 無

P-91 S91 L-29 N-0° 楕円形 0.47 0.35 0.32 - 無

P-92 S92 L-29 N-0° 楕円形 0.32 0.28 0.28 - 無

P-93 S93 L-29 - 円形 0.40 0.40 0.20 - 無

P-94 S94 K-28 N-59° -W 楕円形 0.53 0.33 0.33 - 無 SI-8・42、P-113 と重複

P-99 S99 L-29 - 不整円形 0.39 0.37 0.38 - 無 P-87 と重複

P-100 S100 J-27 N-79° -W 楕円形 0.54 0.43 0.21 逆台形 無 SK-7 より古

P-102 - I-28 N-77° -W 楕円形 0.90 0.44 0.26 - 無 SD-74 と重複

P-103 - I-28 - 円形 0.44 0.40 0.22 - 無 SD-20・74 と重複

P-104 - I-28 N-12° -E 楕円形 0.74 0.48 0.10 - 無 SD-20、SK-101、P-105 と重複

P-105 - I-28 - 円形 0.30 0.28 0.16 - 無 SD-20、SK-101、P-104 と重複

P-106 - I-28 - 円形 [0.22] 0.28 0.20 - 無 SD-20、P-104 と重複

P-107 - I-28 N-22° -E 楕円形 0.84 0.68 0.47 - 無 SD-20・24 と重複

P-108 - I-28 N-11° -E 楕円形 0.44 0.32 0.11 - 無 SD-20 と重複
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I-24

I-25

I-26

J-25

J-26

K-24

K-25

K-26

I-27 J-27 K-27

P-78

P-84

谷部サブトレ部分

SK-81

SB-79

SK-19

SK-17

SD-25

SD-25

調
査
区
外

調
査
区
外

� �N�ɿ���
第 21� 図　(۠ϐοτҨ࣮ߏଌ図 	1


P-109 - I-28 N-10° -E 楕円形 0.62 0.46 0.16 - 無 SD-20 と重複

P-110 - I-28 - 円形 [0.20] 0.30 0.25 - 無 SD-20、P-110・112 と重複

P-111 - I-28 N-70° -W 楕円形 0.44 [0.28] 0.16 - 無 SD-20、P-110・112 と重複

P-112 - I-28 N-10° -E 楕円形 0.74 0.50 0.31 - 無 SD-20、P-110・111 と重複

P-113 S113 K-28 N-20° -E 不整長方形 0.35 0.25 0.14 - 無 SI-8、P-94 と重複

P-115 - L-28 N-80° -E 楕円形 0.40 0.30 0.07 - 無

+ + ＋
 

-------------------------

＋ ＋ ＋ 

＋ 

＋
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P-82

P-35

P-34

P-29

P-31

P-32

P-33
P-100

P-28

P-31

P-32

P-33

P-28調
査
区
外

P-82

P-105
P-104

P-103
P-106

P-107

P-108

P-109
P-110
P-111

P-112

P-102

SD-74

SI-72

SI-73

SK-76

SD-75

SK-101

SD-20

SI-
71

SD-24

SI-1

SI-6

SK-7

SK-27

SK-36

SK-26

SI-5

SK-95

12 3

1
2 3

1

2

12

1

SK-95

2

P-100

SK-7

1 2

3

4

I-28

I-29

I-30

J-28

J-29

J-30

K-28

A A'
81.90m

A

A'

A A'
81.80m

A

A'

A A'
81.80m

A

A'

A A'
81.30m

A

A'

A A'
80.30m

A A'

A

A'

A A'
81.80m

P-32
１　黒褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。
２　黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり
　　　　　　　やや欠ける。
３　暗褐色土　ローム粒子やや少量。しまりややあり。

P-28
１　黒褐色土　ローム粒子・KP粒子少量。しまりやや欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子・KP粒子・KPブロックやや多量。
　　　　　　　しまり欠ける。

P-31
１　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、炭化物
　　　　　　　　粒子微量。しまりやや欠ける。
２　暗褐色土　　ロームブロックやや少量、ローム粒子少量。
　　　　　　　　しまり欠ける。
３　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり
　　　　　　　　ややあり。

P-33
１　黒褐色土　ローム粒子少量。しまりやや欠ける。
２　黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。
                     しまりややあり。

P-82
１　黒褐色土　KP粒子少量。しまりあり。粘性普通。
２　黄褐色土　KP主体。しまりあり。粘性欠ける。

P-100
１　灰褐色土　　ローム粒子少量。しまりややあり。
２   黒色土　　　ローム粒子少量、KP粒子微量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。
３　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、KP粒子少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。　　　
４   黄褐色土　　ローム粒子・KP粒子・KPブロック
　　　　　　　　やや多量。しまりややあり。

ʢฏ໘ਤʣ
� �N�ɿ���

ʢηΫγϣϯਤʣ
� �N�ɿ��
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P-60

P-70

P-65
P-69

P-63

P-61
P-62

P-88

P-67
P-68

P-115

P-66

P-99
P-87

P-89

P-93
P-91

P-92

P-90

P-94

P-113

調
査
区
外

SD-45a

SD-45b

SI-42

SI-8

SI-40

SI-41

SI-43

SI-44

SD-45b

SI-9

SK-54

SK-85

SK-77

SA-48 P3調査区外

SK-64

L-27

L-28

L-29

M-27

M-28

M-29

L-30 M-30 � �N�ɿ���
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̓　遺ߏ֎の遺物

　表土中から出土したものを掲載する。

̜区Ҩߏ֎ͷҨ（第 221図、第 130表、図版一四九）

　土製支脚の破片と銅銭が出土している。２は寛永通寶で

ある。

1

2

I-29 J-25

� ��DN�ɿ�
（1）

� �DN�ɿ�
（2）

P-49

P-55

P-50

P-58
P-59

P-50

SI-2

SI-3

SI-4

SI-38

SI-47

SA-48

SK-38

SK-51

SK-52

SK-53

SK-56

SK-57

SK-114

調査区外

調査区外

L-30

L-31

M-30

M-31

A

A'

A A'
82.90m

1

2 P-50
１　黒褐色土　ローム粒子少量。しまりやや欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。
　　　　　　　しまりやや欠ける。

� �N�ɿ���

� �N�ɿ��

第 1�0 ද　(۠Ҩߏ֎ग़Ҩ؍ද
第 221 図　(۠Ҩߏ֎ग़Ҩ࣮ଌ図

第 220 図　(۠ϐοτҨ࣮ߏଌ図 	�


挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

221 1 土製支脚
長［8.5］ 
幅［4.2］ 
厚［4.0］

10YR7/3 
にぶい黄橙

砂粒・礫少量 やや 
不良

ナデ 一部残存 表採 G区 I-29

221 2 銅製品
銅銭

長　2.50
厚　0.11
重　1.73

ほぼ完存 表採 G区 J-25 寛永通寶
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第 11節　̝区

　Ｈ区は水路部分のため、トレンチ状の調査区である。２つの区に分割される。台地は調査区の中央南西に

向かって傾斜し、西端部には谷となっている。Ｈ - １区では竪穴建物跡 12軒、溝 4条、地下式坑 1基、土坑

12基、ピット 22基、Ｈ - ２区では溝１条が確認されている。

A
a

b
B

C
D

E
F

G
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I
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K
L

M
N

O
P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SI
-5

SI
-8

SI
-5
4

SI
-1
0
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0
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4
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１　竪穴建物跡　

　台地上と傾斜面に 12軒が確認された。

̝区 SI- ５（第 223 図、第 131・132 表、図版六九 ・ 七ʓ ・ 一三三）　

　Ґஔ　１区南西部にあたる a-10 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調

とした竪穴建物の南東隅部分とみられる。確認できた範囲で東西 1.6 ｍ以上、南北 1.7 ｍ以上、壁は遺存状

況の良い部分で 20㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　෴　貼床構築土以外の３層はいずれも自然

堆積土とみられる。　চ໘　確認された範囲では貼床が確認された。壁に沿ってやや深く掘方が掘られ、中

央部は浅くなっている。　ப݀　確認されていない。　ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　土師器鉢１点を図示

した。このほかに土師器甕２点 81ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

1

1

調査区外

SI-5

1
2 3 4

5
5 1

SI-5
１　表土　　　　耕作土
２　暗茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック微量、焼土粒子・炭化物若干。しまりややあり。粘性
　　　　　　　　やや欠ける。
３　暗茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量、焼土粒子・炭化物若干。しまりあり。粘性普通。
４　茶褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。粘性普通。
５　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。粘性ややあり。

A A'

A A'

0 10cm1：40 2m1：80

L=75.80m

第 1�1 ද　)۠୦݀ݐܭଌද

第 22� 図　)۠ 4*�� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 東西
（m）

南北 
（m）

深さ 
（m） ピット 炉 カマド 貯蔵穴 壁溝 間仕 

切溝
出土 
遺物 重複関係

SI-5 1 a-10 N-15° -E 方形か [1.60] [1.70] 0.20 無 無 無 無 無 無 有

SI-8 1 a･A- ９ N-15° -E 方形か 4.00 3.80 0.35 3 有 無 無 有 無 有 SI-54、SD-7・M区
SD-17 より新

SI-10 1 A-9 
B-8･9 N-90° -E 方形か 4.10 [3.00] 0.87 1 無 無 無 無 無 有 SI-11 より古　

SD-9 と重複

SI-11 1 B-8 不明 不明 [5.30] [1.76] 0.54 無 無 無 無 無 無 有 SI-10 より新

SI-13 1 D-7 N-10° -E 方形か （5.00） [2.24] 0.70 無 無 無 無 無 無 有 SI-14 より古

SI-14 1 D-7･E-7 N-0° 長方形か （4.40） [1.84] 0.10 未
満 無 無 無 無 無 無 無 SI-13、SK-33 より古

SI-17 1 E-6 N-10° -W 長方形か 3.90 [2.40] 0.20 1 無 無 無 無 無 有 SK-15･16 より古

SI-19 1 F-6 N-5° -E 長方形か 4.60 [1.90] 0.14 2 無 無 無 無 無 有

SI-21 1 F·G-6 N-5° -E 方形か [3.50] [2.70] 0.18 無 無 有 無 無 無 有 SK-34 より古

SI-27 1 G-5 N-10° -W 方形か (4.80) [2.16] 0.16 2 無 無 無 無 無 有 SK-25･26 より古

SI-29 1 H-4･5 N-10° -W 長方形か (4.50) (4.00) 0.46 1 無 無 無 無 無 有 SD-28 より古

SI-54 1 a･A- ９ N-2° -E 方形か - [3.0] 0.23 - - - - - - 無 SI-8、M区 SD-17 より古

第 1�2 ද　)۠ 4*�� ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

223 1 土師器 
鉢

口径　20.5 
底径（7.7） 
器高　13.0

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫多量 良好 荒れている 
底部外面 黒斑

口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ

口縁～体
部 5/6 残
存

床面直
上～ 8
㎝

H-1 区 SI-5 
No.2・3

／ ー：一

| | |I|I|  | | | |I ||  
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̝区 SI- ８・54（第 224 図、第 131・133、図版七ʓ ・ 一三三）　

　Ґஔ　１区南東部にあたる a・Ａ - ９グリッドに位置する。Ｍ -1 区に一部かかっている。　ॏෳؔ　SI-

54、SD-7・Ｍ区 SD-17 より新しい。SI-54 は SI-8、M区 SD-17 より古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　一部、調査区

外に延びる。SI- ８はM-1 区に一部かかっている。東西４ｍ、南北 3.8 ｍの方形を基調とした竪穴建物跡とみ

られる。壁は遺存状況の良い部分で 35 ㎝ほどである。SI-54 は遺存部で南北 3.0 ｍ以上、深さ 23 ㎝の方形

基調と推測される。　ओ࣠ํ　SI-8 はＮ -15° - Ｅ、SI-54 は N-2° - Ｅ　෴　中層の黄乳白色土（４層）

1
2 3

4

65

7 8

9

10

5

6

8

9

10

P3

P2

P1P-51
SD-7

P1 P2

SI-8

SI-54
調査区外 調査区外

調査区外

M区 SD-17

P3

1
2

SD-7
3 4 5

6

撹乱

7

8

9

8
9

撹乱

10
6 9 8 5

SI-8
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、焼土粒子・
　　　　　　　　炭化物若干。しまりあり。粘性普通。
４　黄乳白色土　粘土多量。しまり非常にあり。粘性ややあり。
５　暗褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック・焼土粒子
　　　　　　　　微量、炭化物若干。しまりややあり。粘性普通。
６　暗茶褐色土　ローム粒子多量。しまりあり。粘性ややあり。
　　　　　　　　（壁溝）
７　灰褐色土　　粘土ブロック。
８　暗褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック微量。
　　　　　　　　しまりあり。粘性ややあり。
９　黄褐色土　　ローム主体。しまりあり。粘性ややあり。

A A'

A A'

B B'

D D'

C C'

C
C'

D D'

B B'

0 2m1：80
L=76.30m

0 10cm1：4
(1～9)

0 5cm1：2
(10)
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以外は自然堆積土とみられる。　চ໘　貼床等は確認されず、地山であるローム層を床面としている。中央

部には硬化面が確認された。南西隅付近では幅 20㎝、深さ 12 ㎝ほどの壁溝が巡っているのが確認された。

　ப݀　２基確認した。P1は楕円形で長軸 45㎝、短軸 35㎝、深さ 25㎝である。P2は楕円形で長軸 35

㎝、短軸 30㎝、深さ 15㎝である。これらのピットは柱穴の可能性がある。　　炉と考えられる浅い掘り

込みがあり (P3）、長軸 60cm、短軸 52cmの不整形で床面が焼土化している。　ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ

　覆土上層からの出土で、建物の廃棄後に遺棄された。土師器高坏１点、須恵器䛇３点、甕５点、土製品１

点を図示した。1～３は䛇の一部と考えられる。10は土玉である。このほかに土師器坏 27点 193 ｇ、鉢５

点 56ｇ、甕 119 点 2735 ｇ、須恵器坏５点 51ｇ、鉢１点 43ｇ、甕８点 413 ｇが出土している。　ظ࣌　

６世紀末～７世紀前葉。

̝区 SI-10（第 225・226 図、第 131・134 表、図版七ʓ ・ 七一 ・ 一三三）　

　Ґஔ　１区南東部にあたるＡ -9、Ｂ -8・9グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-11 より新しく、SD-9 と

の新旧関係は不明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が調査区外であるが、方形を基調とした竪穴建物跡と思

われる。確認された範囲で東西 4.1 ｍ、南北３ｍ以上である。壁は 87㎝ほどと遺存状況が良い。　ओ࣠ํ

　Ｎ -90° - Ｅ　෴　地山由来のロームブロックや粒子を多く含む層が認められる。床面から覆土中層にか

けてはロームブロックを主体とした黄褐色系の土が多い。　চ໘　薄く貼床が施されており、床面は平坦と

なっている。　ப݀　P1は南壁付近に位置している。東西方向に長い楕円形で、長軸 40㎝、短軸 30㎝、

深さ 15㎝である。　ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　土師器坏２点、高坏１点、甕１点、甑１点、須恵器坏１点、

第 1�� ද　)۠ 4*�8 ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

224 1 須恵器 
𤭯

口径（12.4） 
底径　- 
器高［5.5］

外面 5Y7/2 
灰白 
内面 2.5Y6/4 
にぶい黄

白色粒子、黒
色粒子

良好 自然釉付着 櫛描波状文 口縁～頸
部 1/4 残
存

覆土中 H-1 区 SI-8 
西部一括

産地不明

224 2 須恵器 
𤭯か

口径　- 
底径　- 
器高［3.8］

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y7/6 
明黄褐

砂粒・礫微量 良好 自然釉付着 櫛描波状文 頸部一部
残存

覆土中 H-1 区 SI-8 
東部一括

産地不明

224 3 須恵器 
𤭯

口径　- 
底径　- 
器高［2.3］

外面 5Y6/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒少量、礫
微量

良好 底面摩耗 底部 ヘラケズリ後ナデ 底部残存 覆土中 H-1 区 SI-8 
西部一括

産地不明

224 4 須恵器 
甕か

口径　- 
底径　- 
器高［2.9］

外面 2.5Y5/1 
黃灰 
内面 2.5Y6/2 
灰黃

砂粒・白色粒
子・黒色粒子
微量

良好 自然釉付着か 櫛描波状文 口縁一部
残存

覆土中 H-1 区 SI-8 
西部一括

産地不明

224 5 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［8.4］

外面 2.5Y6/1 
黄灰 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒・礫・白
色粒子少量

良好 外面 櫛描波状文
内面 ナデと沈線 2本を
2段

頸部一
部？残存

床上約
10㎝

H-1 区 SI-8 
No.10

産地不明

224 6 須恵器 
甕か

口径　- 
底径　- 
器高［7.7］

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒少量 良好 自然釉付着 櫛描波状文と沈線 2本
を 2段

頸部一部
残存

床上約
15㎝

H-1 区 SI-8 
No.9

産地不明

224 7 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［7.1］ 

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒微量 良好 胴部外面 格子タタキ 
内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

覆土中 H-1 区 SI-8 
東部一括

産地不明

224 8 須恵器 
甕か

口径　- 
底径　- 
器高［12.2］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫・白
色粒子少量

良好 胴部外面 格子タタキ 
内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

床上約
5㎝

H-1 区 SI-8 
No.11

産地不明

224 9 土師器 
高坏か

口径　- 
底径　- 
器高［8.1］

7.5YR6/4 
にぶい橙 
7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫少量 良好 外面 ケズリ 
内面 ナデ

脚部 1/2
残存

床上約
15㎝

H-1 区 SI-8 
No.5

224 10 土玉

幅　16.23 ㎜ 
厚　14.11 ㎜ 
孔径　1.39 ㎜ 
重　3.10

7.5YR4/3 
褐

完形 床上約
20㎝

H-1 区 SI-8 
No.4
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̝区 SI-11（第 225・226 図、第 131・134 表、図版七一・一三三）　

　Ґஔ　１区南東部にあたるＢ - ８グリッドに位置する。ॏෳؔ　SI-10 と重複しており、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東壁の一部のみの確認であるため平面形は不明。床面の範囲から東西5.3ｍ以上、南北1.76

ｍ以上とみられる。壁は東壁で高さ 54㎝ほど遺存していた。　ओ࣠ํ　不明。　෴　地山由来のローム

粒子や焼土粒子・炭化物が含まれる。耕作等により覆土の上層は撹乱されている。চ໘　ローム粒子を多量

に含んだ暗茶褐色土で構築された貼床が認められた。壁際ほど厚く、中央部ほど薄い。　ப݀　確認され

ていない。　ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　土師器坏２点を図示した。14・15 とも漆仕上げである。このほか

に土師器坏 63点 408 ｇ、鉢７点 283 ｇ、甕 223 点 3491 ｇ、須恵器坏１点８ｇ、甕５点 23ｇが出土して

いる。　時期　7世紀前葉。

蓋２点、甕３点、石製品２点を図示した。４はかえりのある坏蓋と考えられる。12は滑石の石製模造品であ

る。13は粘板岩製の紡錘車である。このほかに土師器坏 89点 508.71 ｇ、甕 496 点 6884 ｇ、鉢４点 50ｇ、

須恵器坏４点 29.44 ｇ、甕 52点 2640 ｇが出土している。　7　ظ࣌世紀前葉。

11
2 3

4

5

8
7

96

6

10

11

12

14

P1

SI-10 SI-11

SD-9

P1
SI-10 SI-11

調査区外

調査区外

SI-10

11

1 2
3 4

5
10

10

10

6

7
8

9 12 10

14

B B'

A A' B B'

A

A'

SI-10・11
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　　２層とほぼ同じ。しまりやや欠ける。粘性普通。
４　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　粘性普通。
５ 暗褐色土　　ローム粒子微量、1～2㎝大のロームブロック若干。しまり
　　　　　　　　ややあり。 粘性ややあり。
６ 暗茶褐色土　ローム粒子多量、焼土粒子・炭化物微量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。

７ 茶褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量、炭化物若干。
　　　　　　　　しまり欠ける。粘性欠ける。
８ 黄褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量、焼土粒子・炭化物若干。
　　　　　　　　しまりややあり。粘性ややあり。
９ 黄褐色土　　ローム主体。しまりやや欠ける。粘性普通。
10 茶褐色土　　ローム粒子多量、焼土粒子・炭化物微量。しまりややあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。
11 暗黄褐色土　ローム粒子主体。KP粒子微量。しまりやや欠ける。粘性
  　　やや欠ける

0 2m1：80
L=77.10m

0 10cm1：4
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11

10

12

13

14 15

SI-11

SI-10

0 10cm1：4
(10･11・14・15)

0 5cm1：2
(12･13)
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第 1�� ද　)۠ 4*�10ɾ11 ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

225 1 土師器 
坏

口径（12.2） 
底径　- 
器高［2.9］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体～底部外面 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/6、体
～底部
1/4 残存

覆土中 H-1 区 SI-10 
北部

225 2 土師器 
坏

口径（16.4） 
底径　- 
器高［3.5］

外面 2.5YR5/6 
明赤褐 
内面 2.5YR4/6 
赤褐

砂粒微量、礫
若干

良好 外面 ケズリ 
内面 ヨコナデ

口縁部一
部残存

覆土中 H-1 区 SI-10 
北部

225 3 須恵器 
坏か

口径　- 
底径（6.0） 
器高［2.1］

5Y5/2 
灰オリーブ

砂粒微量 良好 底部外面 刻書あ
り

体部下端 回転ヘラケ
ズリ 
底部 ヘラケズリ

体～底部
1/5 残存

覆土中 H-1 区 SI-10 
南西部

湖西産か

225 4 須恵器 
蓋

口径（10.2） 
底径　- 
器高［1.7］ 
端　（13.6）

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒微量 良好 かえりあり 一部残存 覆土中 H-1 区 SI-10 
東部一括

産地不明

225 5 須恵器 
蓋か

口径（13.3） 
底径　- 
器高［3.7］

5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫少量 良好 天井部外面 手持ちヘ
ラケズリ

口縁～体
部 1/6 残
存

覆土中 H-1 区 SI-10 
北西部

産地不明

225 6 土師器 
高坏か

口径　- 
底径　- 
器高［7.0］

外面 10YR7/3 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫微量 良好 内外面ナデ 脚部残存 床上約
20㎝

H-1 区 SI-10 
No.12

225 7 土師器 
甕

口径（18.0） 
底径　- 
器高［6.0］

外面 5YR6/6 
橙 
内面 5Y5/6 
明赤褐

砂粒・礫少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/2 残存

覆土中 H-1 区 SI-10 
西部・南西
部

225 8 土師器 
甑

口径　- 
底径（8.6） 
孔　7.4

外面 10YR7/3 
にぶい黄橙 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒・黒色粒
子微量

良好 内外面 ナデ 底部～孔
の一部残
存

覆土中 H-1 区 SI-10 
西部一括

225 9 須恵器 
甕

口径 
底径  
器高 

外面 N6/0 
灰 
内外面釉 N3/0 
暗灰

砂粒微量 良好 自然釉付着 ヨコナデ 口縁部一
部残存

覆土中 H-1 区 SI-10 
東部一括

産地不明

◎ーい塁
oCJD 

□口1]

口
三 ▽ニェニ戻
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̝区 SI-13（第 227~229 図、第 131・135 表、図版七一 ・ 一三三 ・ 一三四）　

　Ґஔ　１区中央部にあたるＤ - ７グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-14 と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調とした竪穴建物跡とみられ、東西約５ｍ、南北 2.24 ｍ以上が遺存し、一辺５

ｍ前後と推定される。壁は遺存状況の良い部分で 70㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　෴　自然堆積

土とみられる。　চ໘　厚さ 15～ 20 ㎝ほどの貼床が施されていた。　ப݀　確認されていない。　ΧϚ

υ　不明。　ग़Ҩ　覆土中から非常に多量の遺物が出土している。竪穴廃絶後の窪地が廃棄場として利

用されたものとみられる。土師器坏３点、埦 1点、粗製土器 4点、甕１点、須恵器壺１点、甕１点、土製支

脚１点、羽口１点、土製勾玉１点を図示した。５~８は粗製土器で、５と６は紐積痕が残り、６・７の底部は

木葉痕が残る。９はカキ目が施される。14～ 16 は大甕で、歪みが著しい。同一個体と考えられる。このほ

かに、土師器坏 93 点 897 ｇ、鉢９点 236 ｇ、甕 199 点 3546 ｇ、須恵器坏１点 16 ｇ、蓋１点 10 ｇ、甕

66点 7145 ｇ、灰釉陶器１点２ｇ、陶器１点６ｇが出土している。　７　ظ࣌世紀前葉。

調査区外SI-13

SI-14

調査区外
A A'

1
2

SI-14
3

45
68

8
7

A A'

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

6
7

8 9
1011

12 13

14

1516SI-13
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック・焼土粒子若干。しまりややあり。粘性普通。
４　暗褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック・炭化物微量。しまりあり。粘性普通。
５　暗褐色土　　ローム粒少量、ロームブロック微量、炭化物若干。しまりやや欠ける。粘性普通。
６　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりやや欠ける。粘性普通。
７　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性ややあり。
８　暗黄褐色土　ローム粒子・粘土粒子多量、ロームブロック・粘土ブロック少量。しまりあり。粘性ややあり。

0 2m1：80
L=78.10m

第 22� 図�　)۠ 4*�1� Ҩ࣮ߏଌ図

226 10 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［11.6］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 10Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 胴部外面 格子タタキ
内面 同心円当具痕

体部一部
残存

床上約
15㎝

H-1 区 SI-10 
No.8

産地不明

226 11 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［16.15］

外面 N4/0 
灰 
内面 N5/0 
灰 
外面釉 7.5Y7/3 
浅黄

砂粒少量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 同心円当具痕

体部一部
残存

床上約
6㎝

H-1 区 SI-10 
No.13

産地不明

226 12 石製
模造品

長　2.76 
幅　2.93 
厚　0.58 
孔径　0.2
重　7.09

滑石 片面穿孔 表裏面は横方向、側
面は斜め方向に研磨
2孔

一部欠損 床上約
43㎝

H-1 区 SI-10 
No.9

226 13 石製
紡錘車

径［4.62］ 
厚　4.26
孔径　1.59 
重　7.49

粘板岩 破損著しい 覆土中 H-1 区 SI-10
西部一括

226 14 土師器 
坏

口径（13.1） 
底径　- 
器高［3.6］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 10YR1.7/1 
黒

砂粒少量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ヘラミガキ

1/6 残存 床上約
16㎝

H-1 区 SI-11 
No.3

226 15 土師器 
坏

口径（13.8） 
底径　- 
器高［3.2］

5YR6/6 
橙

砂粒微量 良好 内面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ

口縁部
1/5、体
部一部残
存

覆土中 H-1 区 SI-11 
東部一括

／
メ

99 
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第 1�� ද　)۠ 4*�1� ग़Ҩ؍ද
挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

228 1 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［3.6］

外面 10YR6/3 
にぶい黃橙 
内面 7.5YR6/3 
にぶい褐

砂粒少量、
白色粒子若
干

良好 口縁部 漆仕上
げ

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/6( 口縁端
部 1/12)、体
部 1/8 残存

覆土中 H-1 区 SI-13 
西部一括

228 2 土師器 
坏

口径（14.5） 
底径　- 
器高［3.0］

外面 2.5Y4/1 
黄灰 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒少量 良好 内面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

口縁～体部
一部残存

覆土中 H-1 区 SI-13 
西部一括

228 3 土師器 
坏

口径（14.4） 
底径　- 
器高［2.5］

5YR6/6 
明赤褐

砂粒微量、
赤色粒子若
干

良好 口縁部～体部内面 ヨコ
ナデ 
体部外面 ナデか

口縁～体部
一部残存

覆土中 H-1 区 SI-13 
東部一括

228 4 土師器 
埦

口径　-　 
底径　- 
器高［6.8］

外面 10YR3/2 
黒褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒・礫少
量、黒色粒
子若干

良好 内外面 漆仕上
げ

体部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

体部 1/3 残
存、底部完
存

覆土中 H-1 区 SI-13 
西部一括

228 5 粗製土器
坏

口径　10.5 
底径　8.0 
器高　8.0

7.5YR6/6 
橙

砂粒・礫微
量、赤色粒
子若干

良好 口縁部外面 ナデ 
体部外面 指オサエ 
内面 ヘラナデ・ナデ　
底部 ナデ
紐積痕

完形 床上約
16㎝

H-1 区 SI-13 
No.27・フク
土一括

228 6 粗製土器
坏

口径　9.7 
底径　7.6 
器高　6.9

外面 10YR7/4 
にぶい黄橙 
内面 10YR7/3 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 口縁～体部外面 ナデ 
内面 ナデ 
底部 木葉痕
紐積痕

口縁部 1/4
欠損

床上約
20㎝

H-1 区 SI-13 
No.21・22・
23

228 7 粗製土器
坏

口径（10.6） 
底径　6.6 
器高　6.5

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒・微量、
黒色粒子若
干

良好 口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ 
底部 木葉痕

口縁部 1/2
残存、底部
完存

床上約
15㎝

H-1 区 SI-13 
No.66

228 8 粗製土器
坏

口径（10.2） 
底径　7.4 
器高　7.0

外面 10YR5/2 
灰黄褐 
内面 10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒微量 良好 口縁部外面 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・指オサ
エ 
内面 ナデ 
底部 ナデ

口縁部 1/6
残存、底部
完存

床上約
15㎝

H-1 区 SI-13 
No.22

曼 ； 二 ヲ
・
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̝区 SI-14（第 230 図、第 131表、図版七一）　

　Ґஔ　１区中央部にあたるＤ・Ｅ - ７グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-13、SK-33 と重複しており、

本遺構が最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が調査区外および重複によって削平されており、壁と床面の一

部を確認したに過ぎない。東西 4.4m、南北 3.6 ｍ前後の長方形と推定される。壁は 10㎝未満と遺存状況は

良くない。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　確認された範囲では自然堆積とみられる。　চ໘　わずかに貼床が施

されており、床面は平坦となっている。　ப݀ɾΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　

不明。

調査区外

SK-33

SI-14

SI-13

調査区外

1
2

3

4

SK-33

SI-13

A A'

A A'

SI-14
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量、ロームブロック・焼土粒子若干。しまりやや欠ける。粘性普通。
４　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、焼土・炭化物微量。しまりあり。粘性普通。

0 2m1：80
L=78.20m

第 2�0 図　)۠�4*�1� Ҩ࣮ߏଌ図

228 9 須恵器 
壺

口径（6.8） 
底径　- 
器高　10.5

外面　
10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒少量、
礫若干

やや 
不良

口縁部～胴部外面 カキ
目～ナデ 
口縁部内面 ナデ 
底部 ナデ

口縁部 1/4
欠損

床面直
上

H-1 区 SI-13 
No.2・フク
土一括

産地不明

228 10 土師器 
甕

口径（17.6） 
底径　- 
器高［11.3］

7.5YR5/4 
にぶい褐

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁～胴部
1/4 残存

床上約
15㎝

H-1 区 SI-13 
No.20

228 11 土製支脚

長［9.9］ 
幅［4.8］ 
厚［4.8］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒少量 良好 一部黒化 外面 ケズリ 一部残存 床上約
20㎝

H-1 区 SI-13 
No.13

228 12 羽口

長［6.4］ 
幅（4.0） 
厚（4.1） 
内径（2.0）

10YR5/3 
にぶい黃褐

砂粒多量 良好 外面 ケズリか 
内面 ナデ

一部残存 床上約
5㎝

H-1 区 SI-13 
No.11

228 13 土製勾玉

長　3.1 
幅　0.9 
厚　0.7 
重　2.94

砂粒微量 両側から穿孔 一部欠損 床上約
12㎝

H-1 区 SI-13 
No.62

229 14 須恵器 
甕

口径（54.4） 
底径　- 
器高［33.7］

外面 5Y5/2 
灰オリーブ 
内面 10YR5/2 
暗灰黄 
釉 7.5Y4/3 
暗オリーブ

砂粒多量、
礫・黒色粒
子少量

良好 自然釉が多く
付着
全体的に歪み
あり

口縁部外面 連続斜線・
櫛描波状文 
胴部外面 格子タタキ 
内面 同心円当具痕

口縁～頸部
1/2 残存

床面直
上～
25㎝

H-1 区 SI-13 
No.13･26･
28･47･49･
一括

産地不明
15・16と
同一個体

229 15 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［38.4］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黄 
内面 2.5Y6/2 
灰黃

砂粒多量、
礫・黒色粒
子少量

良好 頸部 横位区画斜位沈
線、櫛描波状文
胴部外面 擬格子タタキ 
内面 同心円当具痕

胴部一部残
存

床面直
上～
10㎝

H-1 区 SI-13 
No.26･29･
36･53･フク
土中一括･東
部一括

産地不明
14・16と
同一個体

229 16 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［41.0］

外面 10Y4/1 
灰 
内面 10YR5/2 
灰黄褐

砂粒多量、
礫・黒色粒
子少量

良好 胴部外面 擬格子タタキ 
内面 同心円当具痕

胴部一部残
存

床面直
上～
10㎝

H-1 区 SI-13 
No.53･57･
63･67

産地不明
14・15と
同一個体

／
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̝区 SI-17（第 231 図、第 131・136 表、図版七二 ・ 一三四）　

　Ґஔ　１区中央部にあたる、Ｅ - ６グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SK-15・16 と重複しており、

本遺構が最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西隅および南東隅が調査区外であるが、東西方向に長い長方形と

みられる。東西 3.9 ｍ、南北推定 2.4 ｍ、壁は遺存状況の良い部分で 20㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -10

° - Ｗ　෴　流入土とみられる暗褐色土が認められ、いずれも自然堆積土とみられる。　চ໘　全体に薄い

貼床が構築されており、床面は平坦となっている。また中央部分には踏み締まりとみられる硬化面が形成さ

れている。　ப݀　1基確認されている。P1は楕円形で、長軸 35㎝、短軸 32㎝、深さ 65㎝であり、柱

穴の可能性が考えられる。　ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　土師器坏１点、甕１点を図示した。このほかに土

師器坏 58点 317 ｇ、甕 35点 405 ｇ、須恵器甕３点 41ｇが出土している。　６　ظ࣌世紀後葉か。

̝区 SI-19（第 232・233 図、第 131・137 表、図版七二 ・ 一三四 ・ 一三五）　

　位置　１区中央部にあたるＦ - ６グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に

長い長方形とみられる。確認できた範囲で東西 4.6 ｍ、南北 1.9 ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で 14㎝ほ

どである。　ओ࣠ํ　Ｎ -５° -Ｅ　෴　暗褐色土が堆積している。　床面　壁溝等は認められなかった。

床下に木の根の撹乱が認められた。　ப݀　２基確認された。P1は床面南西側に位置しており、直径28㎝、

1

2

1
2

調査区外
SI-17

P1SK-16

SK-15

P1

調査区外

5

6

1

2

4 32

SK-15 1 2

A A' B B'

A A'

B

B'

SI-17
１　表土　　　耕作土
２　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　ローム粒子・焼土粒子多量、炭化物若干。しまりあり。粘性普通。
４　暗褐色土　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりあり。粘性普通。
５　暗褐色土　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりあり。粘性普通。
６　暗褐色土　ローム粒子微量、ロームブロック若干。しまり欠ける。粘性欠ける。

0 10m1：40 2m1：80
L=78.50m

第 2�1 図　)۠�4*�1� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

231 1 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径（7.0） 
器高　5.0

外面 10YR4/1 
褐灰 
内面 5YR4/2 
灰褐

砂粒少量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体～底部外面 ケズリ
内面 ナデ

口縁～体
部 1/4 残
存

床上約
3㎝

H-1 区 SI-17 
No.2・南部

231 2 土師器 
甕

口径（19.0） 
底径　- 
器高［7.7］

5YR5/6 
明赤褐

砂粒多量、礫・
白雲母少量

良好 口縁部外面 ヨコナデ
内面 ナデ

口縁部
1/4 残存

床上約
5㎝

H-1 区 SI-17 
No.3
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3 4
1

2

5 6

7 8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1213

14

15

16

17

調査区外

P1
P2

撹乱

P1 P2

調査区外

SI-19

6

7

1
2
3

5
4

1713 5 2・4

15

16 1 12 36

14

9 10 117

SI-19
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまり欠ける。粘性
　　　　　　　　欠ける。
４　暗黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性普通。
５　黒褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　粘性普通。（木の根の撹乱か）
６　暗黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性普通。
７　黄褐色土　　ローム主体。しまりやや欠ける。粘性普通。

A A' B B'

A A'

B
B'

C C'

C

C'

0 10cm1：4

0 2m1：80
L=78.70m

第 2�2 図　)۠ 4*�1� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図 	1
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深さ 50㎝ほどの楕円形である。P2は東壁に位置しており、直径 34㎝、深さ 30㎝ほどの楕円形である。P1

は主柱穴、P2は壁柱穴とみられる。　ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　覆土上層より多量の遺物が出土している。

坏類などは完形かつ正位の状態で出土しており、意図的な廃棄であるとみられる。土師器坏４点、甑３点、

甕６点、土製支脚と考えられるもの１点、須恵器甕２点、石１点を図示した。10と 11はやや長胴の甑である。

16には窯床粘土が付着する。17は、若干被熱する。このほかに土師器坏 13点 104 ｇ、甕 186 点 2471 ｇ、

須恵器坏２点 10ｇ、甕６点 378 ｇ、手捏ね土器１点 19ｇが出土している。　６　ظ࣌世紀後葉か。　

第 1�� ද　)۠ 4*�1� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

232 1 土師器 
坏

口径（12.2） 
底径　- 
器高　5.2

外面 10YR5/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒・礫多
量

良好 内外面 スス付着 口縁部 ヨコナデ 
体～底部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ヘラナデ

1/2 残存 床上約
5cm

H-1 区 SI-19 
No.14

232 2 土師器 
坏

口径（11.3） 
底径　- 
器高　4.1

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒・礫多
量

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/2 欠損

床上
約 8～
10cm

H-1 区 SI-19 
No.7

232 3 土師器 
坏

口径　14.0 
底径　- 
器高　5.0

外面 10YR4/2 
灰黄褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒・礫少
量

良好 黒斑あり 
口縁部内外面 漆
仕上げ

口縁部 ヨコナデ 
体～底部 ナデ 
底部 木葉痕

ほぼ完形 床上約
10cm

H-1 区 SI-19 
No.17

232 4 土師器 
坏

口径　13.8 
底径　- 
器高　4.5

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒・礫多
量

良好 口縁部内外面 ス
ス付着・摩耗

口縁部 ヨコナデ 
体～底部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ 
底部 木葉痕

ほぼ完形 床上約
8cm

H-1 区 SI-19 
No.6

232 5 土師器 
小形甕

口径（14.4） 
底径（6.1） 
器高　11.8

10YR6/3 
にぶい黄橙 
10YR6/3 
にぶい黄橙

砂粒少量 良好 胴部外面 黒斑あ
り

口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ 
底部 木葉痕

口縁部
1/6 残
存、胴～
底部 1/2
残存

床上
約 7～
10cm

H-1 区 SI-19 
No.2・3

232 6 土師器 
小形甕

口径　- 
底径　7.5 
器高［9.5］

外面 7.5YR5/3 
にぶい褐 
内面 5YR5/4 
にぶい赤褐

砂粒・礫少
量

良好 体部外面 黒斑 
底部内外面 スス
付着

胴部外面 ナデ 
底部付近 ヘラケズリ 
内面 ナデ 
底部 木葉痕

底部残存 床上約
5cm

H-1 区 SI-19 
No.10

232 7 土師器 
小形甕

口径　13.0 
底径（5.4） 
器高　14.7

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒多量、
礫少量

良好 スス付着 
底部付近荒れて
いる

口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 ケズリ 
内面 ナデ 
底部 木葉痕

1/2 欠損 床上約
5cm

H-1 区 SI-19 
No.5・西部

232 8 土製 
支脚か

口径　- 
底径　9.5 
器高［5.9］

5YR5/6 
明赤褐

砂粒少量 良好 外面 スス付着 胴部 ナデ 
端部 ヨコナデ

一部残存 床上約
2cm

H-1 区 SI-19 
No.26・28

232 9 土師器 
甕

口径　- 
底径　6.4 
器高（30.5）

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫多
量

良好 外面 一部黒化 胴部外面 ヘラケズリ・ナデ 
内面 ヘラナデ 
底部 木葉痕

底部完形 床面直
上

H-1 区 SI-19 
No.22

233 10 土師器 
甑

口径（25.8） 
底径（13.4） 
器高　26.0

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒多量、
礫少量

良好 外面 一部黒斑 口縁部外面 ヨコナデ 
胴～底部外面 ヘラケズリ 
口縁～底部内面 ナデ後ヘラ
ミガキ

口縁部
4/5、底
部 1/5 残
存

床上約
10㎝

H-1 区 SI-19 
No.23

233 11 土師器 
甑

口径　26.0 
底径　9.3 
器高　29.0

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒少量、
赤色粒子微
量

良好 外面 スス付着 口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ後ミガキ

口縁部
1/2 残
存、底部
完存

床上約
10cm

H-1 区 SI-19 
No.25・東部

233 12 土師器 
甕

口径（19.6） 
底径　- 
器高［10.4］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫多
量

良好 口縁部 ヨコナデ 
胴～底部 ナデ

口縁部
1/4 残存

床上約
9cm

H-1 区 SI-19 
No.15・16

233 13 土師器 
甑

口径　- 
底径（5.0） 
器高［7.9］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫少
量

良好 胴部外面 ナデ 
底部付近 ケズリ 
内面 ナデ

底部 1/4
残存

床上約
5cm

H-1 区 SI-19 
No.2・4

233 14 土師器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［16.4］

10YR7/4 
にぶい黄橙

砂粒多量、
礫少量

良好 外面 黒斑 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラケズリ・ナデ 
内面 ヘラナデ

頸部完存 床上約
16cm

H-1 区 SI-19 
No.5・11

233 15 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［13.4］

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 2.5Y6/2 
灰黃

砂粒少量 良好 自然釉付着 胴部外面 格子タタキ 一部残存 床上約
8cm

H-1 区 SI-19 
No.9

産地不明

233 16 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［20.2］

2.5Y4/1 
灰

砂粒・礫微
量

良好 窯床粘土付着 胴部外面 格子タタキ 
内面 同心円文当具痕

一部残存 床上約
2cm

H-1 区 SI-19 
No.13

産地不明

233 17 石か
（用途不明）

長　9.5 
幅　6.9 
厚　7.4 
重　623.1

砂岩 若干被熱 一部残存 床上約
3㎝

H-1 区 SI-19 
No.19



－ 311 －

第 11節　H区

̝区 SI-21（第 234 図、第 131・138 表、図版七二 ・ 七三 ・ 一三五）　

　Ґஔ　１区中央部にあたるＦ・G- ６グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-34 と重複しており、本遺構が

古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調とした竪穴建物跡の北西隅部分を確認した。東西 3.5 ｍ以上、南北 2.7

ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で 18㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ - ５° - Ｅ　෴　地山由来のローム

に混じって、焼土などが含まれている。　চ໘　床面は平坦となっている。また中央部には踏み締まりとみ

られる硬化面が形成されている。　ப݀　確認されていない。　ΧϚυ　北壁中央に位置しており、暗色

系の粘土で構築された両袖と燃焼部、下部の掘方が遺存していた。袖は幅 35㎝、高さ 14㎝、竪穴壁からの

長さ 50㎝、両袖間の幅 24㎝である。燃焼部は非常に良く焼けており、燃焼部底面にあたる掘方埋土および

1

2

3

2

1

2

1

調査区外

SK-34

SK-34

SI-21

カマド

1
2

3
4 4

5

1

2
3

45

6

7
4 5

1
2

6

3

SI-21
１　表土            耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性普通。
４　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・粘土粒子若干。しまりあり。粘性普通。
５　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。粘性ややあり。　
　　　　　　　　（壁溝か）

SI-21　カマド
１　暗褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・粘土微量、KP粒子若干。しまりあり。粘性普通。
２　暗灰褐色土　焼土・粘土多量。しまり非常にあり。粘性あり。（天井崩落土）
３　赤灰褐色土　焼土・粘土多量、ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。粘性ややあり。
　　　　　　　　（天井崩落土）
４　暗灰褐色土　ローム粒子・焼土粒子・粘土少量、炭化物若干。しまりあり。粘性ややあり。
５　暗乳白色土　粘土主体。黄褐色粘土少量、小石混じる。しまり非常にあり。粘性あり。（袖）
６　赤灰褐色土　焼土・粘土多量、ロームブロック少量。しまりあり。粘性普通。（火床）
７　黄褐色土　　ローム主体。しまりあり。粘性ややあり。（貼床）

A A'

A A'

B B'

B B'

C
C'

C
C'

0 10cm1：4

0 2m1：80
L=79.10m

0 1m1：40
L=78.70m
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その直下の地山に至るまで赤く変色して、硬く焼きしまっている。掘方は不整形で深さ 10㎝未満と浅い。　

ग़Ҩ　土師器坏２点、須恵器甕１点を図示した。２は底面に刃物を研いだ痕跡が残り、砥石として再利

用したものと考えられる。このほかに、土師器坏 24点 217 ｇ、甕 16点 309 ｇ、須恵器壺１点 13ｇが出土

している。　7　ظ࣌世紀前葉。

̝区 SI-27（第 235・236 図、第 131・139 表、図版七三 ・ 一三五 ・ 一三六）　

　Ґஔ　１区中央部にあたるＧ -5 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-25・26 と重複しており、本遺構

が最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　重複および遺構の大部分が調査区外に延びており、東壁および西壁の一部

と床面を確認したに過ぎない。東西で 4.8 ｍ、南北 2.16 ｍ以上、壁の高さは 16 ㎝である。　ओ࣠ํ　

Ｎ -10° - Ｗ　෴　自然堆積と考えられる。　চ໘　10㎝ほどの厚さで貼床が施されており、床面は平坦

となっている。また壁沿いを中心に踏み締まりとみられる硬化面が形成されている。　ப݀　２基確認し

た。P1 は東壁側に位置しており、楕円形で、長軸 40㎝、短軸 35 ㎝、深さ 55 ㎝である。P2 は西壁に近接

しており、円形で、直径 20㎝、深さ 15㎝ほどと小型で浅いピットである。　ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　

土師器坏６点、高坏２点、壺１点、甕４点、小形坏１点、須恵器提瓶１点、壺１点を図示した。このほかに

土師器坏 298 点 939 ｇ、高坏１点７g、鉢 26 点 414 ｇ、甕 232 点 3513 ｇ、須恵器坏１点 19ｇ、甕１点

11ｇが出土している。　7　ظ࣌世紀前葉。

1・13

11

15 16

12
14

9

調査区外

P2

P1

SI-27

SK-25

SK-26

調査区外

P2P1

6
7 7

1

2
3 4

2

5 1 13

15 11

16 12 14

9

A A' B B' C C'

A A'

B

B'

C
C'

SI-27
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。　
３　暗茶褐色土　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物若干。しまり
　　　　　　　　あり。粘性普通。
４　暗黄褐色土　ローム粒子多量、焼土粒子・炭化物若干。しまり
　　　　　　　　あり。粘性普通。
５　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。
６　暗褐色土　　ローム粒子多量（ブロック状に入る）、焼土粒子
　　　　　　　　若干。しまりあり。粘性普通。 
７　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性ややあり。

0 2m1：80
L=79.20m
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

234 1 土師器 
坏

口径　13.3 
底径　- 
器高　4.1

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒多量、黒
色粒子微量

良好 外面 黒斑 
内面 黒色処理

口縁部 ヨコナデ 
体～底部外面 ナデ・
ケズリ 
内面 ナデ

ほぼ完形 床上約
3㎝

H-1 区 SI-21 
No.2

234 2 土師器 
坏

口径　- 
底径　4.0 
器高［1.8］

外面 7.5YR5/3 
にぶい橙 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒微量 良好 内外面 漆仕上げ
研ぎ痕あり

内外面 ミガキ 底部ほぼ
完形

床面直
上

H-1 区 SI-21 
No.1

底部外面を
砥石に転用

234 3 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［6.9］

5Y5/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 胴部外面 平行タタキ 
内面 同心円文当具痕

胴部一部
残存

覆土中 H-1 区 SI-21 
カクラン一
括

産地不明
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̝区 SI-29（第 237~240 図、第 131・140 表、図版七三 ・ 七四 ･一三六 ・ 一三七 ・ 一四九）　

　Ґஔ　１区中央部にあたるＨ - ４・５グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-28 と重複しており、本遺構が

古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西隅および南東隅が調査区外であるが、南北が 4.5 ｍ前後、東西が４ｍ前後と

推察され、東西方向に長い長方形とみられる。壁は遺存状況の良い部分で 46㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -10

° - Ｗ　෴　大部分を暗褐色土が覆っており、壁際を中心に地山由来のローム主体の土が堆積する。　চ໘

　貼床が全体に施されており、厚さは最大で 20㎝である。床面はやや凹凸が目立ち、P1周辺など部分的に

硬化面が形成されている。　ப݀　柱穴とみられる方形のピット１基が確認された (P1)。長軸 45㎝、短軸

35㎝、深さ 35㎝で、底面には柱痕跡が認められた。このほかに粘土が充填されたピット状の浅い掘り込み

第 1�� ද　)۠ 4*�2� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

236 1 土師器 
坏

口径（11.6） 
底径　- 
器高　3.5

外面 10YR3/1 
黒褐 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒多量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズ 
内面 ナデ

口縁～体
部 1/4 残
存

床上約
10㎝

H-1 区 SI-27 
No.1

236 2 土師器 
坏

口径（12.2） 
底径　- 
器高　-

外面 10YR6/3 
にぶい黄橙 
内面 10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒・礫少量 良好 荒れている 口縁部内面 ヨコナデ 
体～底部外面 ケズリ
か 
内面 ナデ

口縁部
1/12 残
存、底部
完存

覆土中 H-1 区 SI-27 
一括

236 3 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［4.5］

外面 2.5YR5/8 
明赤褐 
内面 2.5YR5/8 
明赤褐

砂粒微量 良好 口縁部外面 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
口縁～体部内面 ヘラ
ミガキ

口縁部
1/4 残存

覆土中 H-1 区 SI-27 
一括

236 4 土師器 
坏

口径（14.0） 
底径　- 
器高［3.5］

外面 2.5YR5/6 
明赤褐 
内面 2.5YR4/8 
赤褐

砂粒微量 良好 口縁部外面 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
口縁～体部内面 ミガ
キ

口縁～体
部 1/5 残
存

覆土中 H-1 区 SI-27 
一括

236 5 土師器 
坏

口径（13.8） 
底径　- 
器高［3.6］

外面 2.5YR4/8 
赤褐 
内面 2.5YR5/6 
明赤褐

砂粒少量 良好 口縁部外面 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
口縁～体部内面 ミガ
キ

口縁～体
部 1/5 残
存

覆土中 H-1 区 SI-27 
一括

236 6 土師器 
坏

口径（13.8） 
底径　- 
器高［3.8］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 5YR6/8 
橙

砂粒微量 良好 口縁部外面 ヨコナデ
後ヘラミガキ 
口縁～底部内面 ヘラ
ミガキ 
体部外面 ケズリ

口縁部
1/5 残存

覆土中 H-1 区 SI-27 
一括

236 7 土師器 
小形坏

口径　- 
底径　3.8 
器高［2.2］

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫微量 良好 内外面 ナデ 口縁部欠
損

覆土中 H-1 区 SI-27 
一括

236 8 土師器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［3.5］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒少量 良好 内面 黒色処理　
磨滅

内外面 ナデか 坏底～脚
部上部
3/4 残存

覆土中 H-1 区 SI-27 
一括

236 9 土師器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［7.4］

5YR6/8 
橙

砂粒・赤色粒
子少量

良好 外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

脚部 1/2
残存

床上約
10㎝

H-1 区 SI-27 
No.8

236 10 土師器 
壺

口径（14.0） 
底径　- 
器高［6.9］

2.5YR4/8 
赤褐

砂粒微量 良好 口縁部外面 ヘラミガ
キ 
口縁部内面 ヘラミガ
キ・ナデ

口縁部
1/5 残存

覆土中 H-1 区 SI-27 
一括 
H-1 区 SK-
26 
一括

236 11 須恵器 
提瓶

口径（11.0） 
底径　- 
器高［8.2］

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 7.5YR3/1 
黒褐

砂粒・礫少量 良好 自然釉付着 ロクロ目顕著 口縁部
1/2 残存

床上約
6㎝

H-1 区 SI-27 
No.2

産地不明

236 12 須恵器 
壺

口径　9.0 
底径　- 
器高［13.6］

7.5YR7/4 
にぶい橙

砂粒多量、礫
少量

不良 ロクロ目顕著 
口縁～胴上半部内外
面 ロクロナデ 
胴下半～底部 回転ヘ
ラケズリ

口縁部
1/3、底
部 1/2 残
存

床上約
4～ 15
㎝

H-1 区 SI-27 
No.6・一括

産地不明

236 13 土師器 
甕

口径　19.0 
底径　- 
器高［28.8］

外面 7.5YR4/3 
褐 
内面 7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫多量、
赤色粒子微量

良好 外面 黒斑あり 
荒れて剥離して
いる

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

底部欠損 床上約
10～
22㎝

H-1 区 SI-27 
No.1・一括

236 14 土師器 
甕

口径　20.2 
底径　8.0 
器高　26.5

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒・礫少量、
黒色粒子微量

良好 外面 黒斑あり 口縁部 ヨコナデ 
胴～底部 ナデ 
紐積痕

口縁部
2/3 残存

床上約
10㎝

H-1 区 SI-27 
No.6・7・一
括

236 15 土師器 
甕

口径　22.4 
底径　8.0 
器高　29.9

外面 5YR6/6 
橙 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫少量 良好 外面 黒斑あり 口縁部 ヨコナデ 
胴～底部外面 ナデ後
ヘラミガキ 
内面 ナデ

一部欠損 床上約
6～ 24
㎝

H-1 区 SI-27 
No.4・一括

236 16 土師器 
甕

口径（30.0） 
底径　- 
器高［19.9］

7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫多量、
金雲母少量

良好 外面 スス付着 
内面 剥落

口縁部 ヨコナデ 
胴部 ヘラナデ

口縁～胴
部 1/2 残
存

床上約
16～
24㎝

H-1 区 SI-27 
No.5
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が２か所存在する。　ΧϚυ　不明。　ग़Ҩ　須恵器坏７点、蓋２点、高台付坏１点、䛇１点、焼き台１点、

石１点、瓦５点、鉄製品２点を図示した。12は大甕を転用した焼台と推測され、直線的に粘土や破片が付着

している。このほかに土師器坏 20点 126 ｇ、鉢２点 19ｇ、甕 89点 1276 ｇ、須恵器坏 51点 301 ｇ、蓋

６点 88ｇ、甕４点 99ｇが出土している。　9　ظ࣌世紀前葉。

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

5

8
1・2・3
4

9

18

15
13

17

7

12

14・16

19

20

調査区外

SD-28

P1

調査区外

P1

SI-29

9
10

調
査
区
外

34
556 78

1
2

SD-28

91・2・3・4 18 15

17

13

14・16
7
19

20

A A' B B'

A A'
B

B'

SI-29
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性ややあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性ややあり。
４　茶褐色土　　ローム粒子多量。しまりややあり。粘性ややあり。
５　黄乳白色土　粘土層。小石混じる。しまりあり。粘性非常にあり。
６　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック微量。しまりあり。粘性ややあり。

７　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性ややあり。
　
８ 黄褐色土　　ローム主体。しまりあり。粘性ややあり。
９ 暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。粘性ややあり。
10 暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック微量。しまりやや欠ける。粘性 
  　　ややあり。（底面に柱痕あり）

0 10cm1：4

0 2m1：80
L=80.00m

第 2�� 図　)۠ 4*�2� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図 	1
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第 1�0 ද　)۠ 4*�2� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

237 1 須恵器 
坏

口径　11.8 
底径　7.0 
器高　4.3

2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量、礫
少量

良好 ロクロ目内面顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

完形 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.3

益子産

237 2 須恵器 
坏

口径　12.4 
底径　7.8 
器高　4.5

2.5Y4/1 
黄灰

砂粒多量、礫
少量

良好 底面に焼成
時の割れ

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

完形 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.3

益子産

237 3 須恵器 
坏

口径　12.1 
底径　7.4 
器高　4.1

外面 5Y4/1 
灰 
内面 
10YR5/2 
灰黄褐

砂粒多量、礫
少量

良好 底面に焼成
時の割れ

底部 ヘラ切り後回転ナデ 完形 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.3

益子産

237 4 須恵器 
坏

口径　12.9 
底径　7.7 
器高　4.5

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒少量、礫
微量

良好 底部 ヘラ切り後回転ナデ ほぼ完形 床面直
上

H1区 SI-29 
No.4

益子産

237 5 須恵器 
坏

口径　12.4 
底径　7.5 
器高　4.3

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・礫少量 良好 底面に焼成
時の割れ

ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り

ほぼ完形 床上約
5㎝

H-1 区 SI-29 
No.1

益子産

237 6 須恵器 
坏

口径（13.7） 
底径（7.4） 
器高　4.5

外面 2.5Y6/3 
にぶい黄 
内面 
10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒少量、礫
微量

良好 ロクロ目内面顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

1/5 残存 覆土中 H-1 区 SI-29 
西部

益子産

237 7 須恵器 
坏

口径（14.4） 
底径（7.8） 
器高　4.6

外面 5Y6/2 
灰オリーブ 
内面 
10YR7/2 
にぶい黃橙

砂粒少量、礫
微量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後回転ナデ

口縁～体部
上位 1/12､
体部下位
1/6､ 底部
3/8 残存

床上約
10㎝

H-1 区 SI-29 
No.17

益子産

237 8 須恵器 
蓋

口径　- 
底径　- 
器高［4.8］ 
端　［15.2］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 
10YR7/2 
にぶい黃橙

砂粒・礫多量 良好 ロクロ目顕著 
天井部 回転ヘラケズリ
変形している

1/12 欠損、
つまみ欠損

床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.2・西部

益子産

237 9 須恵器 
蓋

口径　- 
底径　- 
器高［2.5］ 
端　（12.9）

N4/0 
灰

砂粒・礫・白
色粒子

良好 内面の一部
に摩耗＋墨
痕

ロクロ目顕著 口縁端～体
部 1/6 残存

床上約
3㎝

H-1 区 SI-29 
No.5

益子産
転用硯

237 10 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（9.8） 
器高［2.4］

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 
10YR5/1 
褐灰

砂粒・礫微量 良好 底部 ヘラ切り後回転ヘラ
ケズリ
高台貼付

脚～底部
1/4 残存

覆土中 H-1 区 SI-29 
西部

益子産

237 11 須恵器 
𤭯

口径　- 
底径　- 
器高［4.1］

外面 N5/0 
灰 
内面 
7.5YR3/1 
黒褐

砂粒・白色粒
子

良好 内面 漆付着 カキ目後櫛描状工具による
施文 
上下に 2本の沈線

体部一部残
存

覆土中 H-1 区 SI-29 
西部

産地不明

238 12 須恵器 
焼き台か

口径　- 
底径　- 
器高［20.0］

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫 良好 自然釉がか
かっている

外面 ヨコナデ
内面 ナデ

頸～肩部一
部残存

床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.19

益子産
甕を転用

238 13 女瓦

厚　1.5 
重　529.78

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 凸面 縄タタキ 
凹面 布目痕 · 糸切痕 
側面 ヘラケズリ 
挟端面 ヘラケズリ ·布目痕

一部残存 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.11

238 14 女瓦

厚　1.8 
重　1888.1

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・礫少量 良好 凸面 縄タタキ 
凹面 布目痕 · 糸切痕 
側面 ヘラケズリ
挟 · 広端面 ヘラケズリ

一部残存？ 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.20

239 15 女瓦

厚　2.0 
重　3096.5

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫多量 良好 凸面 縄タタキ後一部ナデ 
凹面 布目痕・糸切痕・
　　 一部指ナデ 
側面 ヘラケズリ 
挟 · 広端面 ヘラケズリ

ほぼ完存 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.10

239 16 女瓦

厚　2.4 
重　3430.4

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・礫少量 良好 凸面 縄タタキ後ナデ 
凹面 布目痕 · 糸切痕 
側面 ヘラケズリ · 面取 
端面 ヘラケズリ

ほぼ完存 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.20

240 17 女瓦

厚　2.4 
重　3585.8

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・礫少量 良好 凸面 縄タタキ後ナデ 
凹面 布目痕・糸切痕・
　　 ヨコヘラケズリ
側面 ヘラケズリ・面取
端面 ヘラケズリ

ほぼ完存 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.13

240 18 石
（用途不明）

長　32.3 
幅　10.3 
厚　7.8 
重　2143.3

砂岩 一部欠損 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.7

240 19 鉄製品 
鏃身か

長　3.52　 
幅［1.42］ 
厚　0.20 
重　1.79

一部欠損か 床面直
上

H-1 区 SI-29 
No.18

240 20 鉄製品 
不明

長［11.67］ 
幅　0.75 
厚　0.49 
重　9.02

一部欠損 床上約
20㎝

H-1 区 SI-29 
No.16
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２　溝

　台地上から落ち際に５条の溝が確認された。SD-7・9・28・53は南北方向に、SD-30 は東西方向に延びる。

̝区 SD- ７（第 241 図、第 141表）

　Ґஔ　１区南東部にあたるａ - ９グリッドに位置する。　ॏෳؔ　P-51 より古く、SI- ８より新しい。　

ฏ໘ܗঢ়ɾن　重複および大部分が調査区外のため詳細は不明であるが、東西方向に延びていると思われる。

確認できた範囲で、長さ 0.54 ｍ以上、幅 50㎝、深さ 10㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -64° - Ｗ　෴　自然

堆積土とみられる暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　部分的に平坦、または丸みを帯びており、壁は急斜度

で立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̝区 SD- ９（第 241 図、第 141表、図版七四）

　Ґஔ　１区南西部にあたるＡ - ９グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-10 と重複しており、新旧関係は不

明である。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に直線的に延びており、確認できた範囲で長さ 2.3 ｍ以上、幅 1.7 ｍ、

深さ最大 30㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　෴　層中には部分的に地山由来の黄褐色ローム層が認

められるが、基本的には自然堆積とみられる。　ఈ໘　底面は丸みを帯び、壁は非常に緩やかな立ち上がり

を示す。　ग़Ҩ　土師器甕 14点、230 ｇ、須恵器坏３点 40g、甕６点 203g、陶器１点 24g、弥生土器

の破片も出土している。　ظ࣌　不明。

̝区 SD-28（第 241 図、第 141表、図版七四）

　Ґஔ　１区の中央部にあたる、Ｈ - ５グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-29 と重複しており、本遺構が

新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に直線的に延びており、長さ 2.10 ｍ以上、幅 2.5 ｍ、深さ 25㎝である。

　ओ࣠ํ　N-0°　෴　地山由来のローム粒子や鹿沼軽石を含む暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　やや

凹凸が認められる。底面より非常に緩やかに立ち上がっている。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土

師器坏４点 11 ｇ、甕 50 点 540 ｇ、須恵器坏 11 点 68 ｇ、蓋２点 28 ｇ、甕２点 100 ｇ、陶器１点 10 ｇ

が出土している。　ظ࣌　不明。

̝区 SD-30（第 241 図、第 141表、図版七四）

　Ґஔ　１区北東隅にあたるＨ · Ｉ -4 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　P-6 より新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　北西－南東方向に延びており、確認された範囲で長さ３ｍ以上、幅 1.9 ｍ以上、深さ 30 ㎝である。北

東側の立ち上がり部分の遺存状況が悪く判然としないが、床面の状況から幾度か掘り返された可能性がある。

　ओ࣠ํ　Ｎ -80° - Ｗ　෴　自然堆積土とみられる暗茶褐色土が堆積している。　ఈ໘　わずかに傾斜

がみられる。壁は底面から緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕２点 32ｇ、

須恵器坏４点 52ｇ、甕２点 38ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

第 1�1 ද　)۠ܭߔଌද

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m）

幅 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SD-7 1 a-9 N-64° -W 直線状 [0.54] 0.53 0.10 逆台形 無 SI-8 より新　P-51 より古
SD-9 1 A-9 N-10° -E 直線状 [2.30] 1.70 0.30 U 字状 有 SI-10 と重複
SD-28 1 H-5 N-0° 直線状 [2.10] 2.50 0.25 U 字状 有 SI-29 より新
SD-30 1 H·I-4 N-80° -W 直線状 [3.00] 1.90 0.30 逆台形 有 P-6 より新
SD-53 2 P-0 N-15° -W 直線状 [2.20] 1.30 0.43 U 字状 無

I | |I |  |I  I|  |I 
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̝区 SD-53（第 242 図、第 141表、図版七五）

　Ґஔ　２区の中央部にあたるＰ - ０グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向

に延びており、確認できた範囲で長さ 2.2 ｍ以上、幅 130 ㎝、深さ 43㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｗ

　෴　一部地山由来の鹿沼軽石を多量に含む土が認められる。６・７層は溝を掘削する前の整地層か。　

ఈ໘　やや凹凸が目立つ。壁は底面から緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

SD-9

SD-28 SD-30

P-51

SD-7

SI-8

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

P-6

SI-29

SI-10

1

2 3

4

5

6

1 2

4
3

1
2

3
4

P-6

1

P-51

1
2

3

4

SI-29

A A'
76.90m

A A'

B B'
79.80m

B B'

A A'
79.70m

A A'

A A'
73.60m

A A'

A A'

79.80m
A A'

SD-28
１　表土　　　耕作土
２　暗褐色土　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりやや欠ける。粘性
　　　　　　　やや欠ける。
３　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。粘性ややあり。
４　暗褐色土　ローム粒子微量、KP粒子若干。しまりやや欠ける。粘性普通。

SD-30
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりやや欠ける。粘性
　　　　　　　　やや欠ける。
３　暗茶褐色土　ローム粒子微量。しまりややあり。粘性やや欠ける。
　　　　　　　　（2層に近い）
４　暗茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック微量。しまりややあり。粘性
　　　　　　　　やや欠ける。（3層にロームブロックが入った層）

SD-7
１　暗褐色土　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性やや欠ける。

SD-9
１　表土　　　耕作土
２　暗褐色土　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
３　黄褐色土　ローム主体。
４　黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりややあり。粘性普通。
５　茶褐色土　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
６　黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりややあり。粘性普通。

0 2m1：80
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３　Լࣜ坑

　H区の中央、台地上に１基が確認されている。

̝区 SK-34

（第 243 図、第 142表、図版七三・七四）

　Ґஔ　１区中央部にあたる、Ｆ - ６グリッドに

位置する。　ॏෳؔ　SI-21 と重複しており、

本遺構が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　一部が調査

区外に延びているが、地下式坑とみられる。南

北方向に長い長方形の主室の西壁中央に、東西

方向に長い楕円形の竪坑が取り付いている。主

室は確認できた範囲で長軸 120 ㎝以上、短軸 50

㎝以上、深さ 110 ㎝で、北壁が 20～ 30 ㎝ほど

抉れている。竪坑は長軸 125 ㎝、短軸 90 ㎝で、

主室の底面に向かって低く傾斜する。　ओ࣠ํ

Ｎ　 -64° - Ｗ　෴　４層とした地山由来の

黄褐色ローム塊主体の層は天井の崩落土である。

その他の暗褐色土は自然流入土とみられる。　ఈ໘　主室の底面は平坦となっている。竪坑は主室に向かっ

て低く傾斜し、階段状になっている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　形状から中近世か。

SD-53調査区外

調査区外

1
2

3
3

4 5
6

7

A'A
75.50m

A'A

SD-53・H-2 区標準土層
１　表土　　　　耕作土
２　茶褐色土　　ローム粒子・KP粒子微量。しまりあり。粘性ややあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量、炭化物若干。しまりややあり。粘性ややあり。
４　暗黄褐色土　KP粒子多量、ローム粒子若干。しまりややあり。粘性ややあり。
５　茶褐色土　　白色粒子少量、ローム粒子微量、KP粒子若干。しまりややあり。粘性ややあり。
６　茶褐色土　　KP粒子少量、KPブロック・炭化物若干。しまりあり。粘性ややあり。
７　茶褐色土　　KP粒子多量、KPブロック少量。しまりあり。粘性ややあり。

0 2m1：80

調査区外 調 査 区 外

SI-21

SK-34

SK-34

SI-21 SI-21
1

2
3

4

5

6

SK-34
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性ややあり。
４　黄褐色土　　ロームブロック主体。ローム粒子・暗褐色土少量。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性欠ける。（天井崩落土）
５　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。
６　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりやや欠ける。粘性欠ける。

A A'

B
B'

A A'

B

B'

0
L=79.10m

2m1：80
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遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m）

出土 
遺物 重複関係

SK-34 1 F-6 N-64° -W 主室　長方形 
竪坑　長楕円形

主室 [1.20] 
竪坑 1.25

主室 [0.50] 
竪坑 0.90

主室 1.10 無 SI-21 より新
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４　土坑

　台地の上と西側に入り込む谷付近に集中して 12基が確認されている。

̝区 SK- ４（第 244 図、第 143表、図版七四）

　Ґஔ　１区南東部にあたるａ -10 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　不整楕円

形で、長軸 85㎝、短軸 60㎝、深さ 20㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　締まりのある暗褐色土とロー

ム塊や礫を多量に含む茶褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、板状の石が敷かれて

いる。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏２点 10ｇ、鉢１点 19ｇ、

甕 12点 113 ｇ、須恵器坏２点 10ｇ、蓋１点４ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̝区 SK-12（第 244 図、第 143表）

　Ґஔ　１区南東部にあたるＣ - ８グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側が調査

区外に延びているが、東西方向に長い長方形で、長軸 210cm以上、短軸 80cm、深さ 50 ㎝である。　ओ࣠

Ｎ-60°-Ｗ　෴　地山由来のロームブロックを多量に含んだ茶褐色土が堆積している。　ఈ໘　ロー　ํ

ム層中に作られており平坦となっている。壁は底面より垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物は

ないが、土師器坏８点 47ｇ、甕９点 56ｇ、須恵器坏１点９ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̝区 SK-15（第 244 図、第 143表）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＥ - ６グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-17 と重複しており、本遺構が新し

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西側が調査区外であるが、東西方向に長い楕円形とみられる。長軸 125 ㎝、短軸

40㎝以上、深さ 10㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -60° - Ｅ　෴　自然堆積とみられる暗褐色土が堆積してい

る。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており、平坦となっている。壁は垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土

していない。　ظ࣌　不明。　

̝区 SK-16（第 244 図、第 143表）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＥ - ６グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-17 と重複しており、本遺構が新し

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に長い楕円形で、長軸 110 ㎝、短軸 40㎝、深さ 10㎝である。　ओ࣠ํ

　Ｎ -75° - Ｗ　෴　地山由来のロームブロックを多量に含む暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　鹿沼軽石

層中につくられ、凹凸が目立ち、壁は非常に緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　

不明。

第 1�� ද　)۠Ҩܭߏଌද

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-4 1 a-10 不明 不整楕円形 0.85 0.60 0.20 U 字形 有
SK-12 1 C-8 N-60° -W 長方形 [2.10] 0.80 0.50 箱形 有
SK-15 1 E-6 N-60° -E 楕円形か 1.25 [0.40] 0.10 皿状 無 SI-17 より新
SK-16 1 E-6 N-75° -W 楕円形 1.10 0.40 0.10 皿状 無 SI-17 より新
SK-22 1 G-5 N-85° -W 隅丸長方形 2.50 0.95 0.30 逆台形 有
SK-23 1 G-5 N-15° -E 方形か [1.10] [1.10] 0.18 逆台形 有 SK-24 より古
SK-24 1 G-5 不明 不明 [1.50] [0.45] 0.70 有段 無 SK-23 より新
SK-25 1 G-5 N-20° -E 方形か [1.50] [1.00] 0.50 箱形 有 SI-27 より新
SK-26 1 G-5 不明 円形か 3.00 [1.40] [1.80] 箱形 有 SI-27 より新
SK-33 1 E-7 不明 円形か ［1.70］ [0.56] 0.90 U 字状 有 SI-14 より新
SK-48 1 b-10 N-10° -E 楕円形 0.52 0.39 0.10 皿状 無 P-50 より古
SK-49 1 b-10 N-10° -E 長方形 0.82 0.65 0.52 有段か 有
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̝区 SK-22（第 244 図、第 143表、図版七四）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＧ - ５グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に

長い隅丸長方形で、長軸 250cm、短軸 95cm、深さは 30cmほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -85° - Ｗ　෴　

地山由来のローム粒子を多量に含んだ暗茶褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平

坦となっている。壁は急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕３点 26ｇ、須

恵器坏４点 49ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̝区 SK-23（第 244 図、第 143表、図版七四）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＧ - ５グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-24 と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半の部分が調査区外に延びているため、詳細は不明であるが、方形を基調とした土坑

の北西隅部分とみられる。確認できた範囲で長軸 110cm以上、短軸 110cm以上、深さは 18㎝ほどである。

　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　෴　地山由来のローム粒子やロームブロックを多く含む暗褐色土が堆積してい

る。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや凹凸が認められる。壁は底面より緩やかに立ち上がる。　ग़

Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕２点９ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̝区 SK-24（第 244 図、第 143表、図版七四）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＧ - ５グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-23 と重複しており、本遺構が新し

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が調査区外のため詳細は不明である。確認された範囲で長軸 150cm以上、短軸

45cm以上、深さ 70㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　黒色系の土が堆積している。上面を覆う暗褐色

土には地山由来のローム粒子が多く含まれる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、凹凸が著しく、壁にも

段が認められる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̝区 SK-25（第 244 図、第 143表、図版七四 ・ 七五）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＧ-５グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-27と重複しており、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が調査区外に延びているが、方形を基調とした土坑の北西隅付近とみられる。確認

できた範囲で長軸 150cm以上、短軸 100cm以上、深さ 50㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｅ　෴

　地山由来のローム粒子を多量に含んだ暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており平坦

となっている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏４点 15ｇ、甕

８点 55ｇ、須恵器蓋１点６ｇ、甕１点 11ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̝区 SK-26（第 244・245 図、第 143・144 表、図版七五 ・ 一三七）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＧ - ５グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-27 と重複しており、本遺構が新し

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北側が調査区外に延びているが、円形を基調とした大型の土坑とみられる。確認で

きた範囲で長軸 300cm、短軸 140cm以上、深さは 180cmまで調査を行い、それより下部は安全のため掘り

下げを中止した。ピンポールを刺した感触ではさらに１ｍ以上の深さがあるものと推定される。井戸の可能

性も考えられる。　ओ࣠ํ　不明。　෴　確認できた範囲で 13層に分層した。大部分は地山由来のロー

ム粒子や炭・焼土を含む暗褐色土である。確認できた最下層付近では地山由来のロームブロックで構成され

る黄褐色系の土が認められる。４・５層は炭化物を多量に含む。６層以下は崩落土の流入か。人為的な埋め
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礫

調査区外

SK-4 SK-12 SK-15 SK-16

SI-17

SK-22

SK-24

SK-23

SK-24SK-23

SK-25

SK-26 SK-33

SK-48 SK-49
P-50

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外
調査区外

1

2
1

調
査
区
外

1 1

1

1
2

45 3
2

1

1
2

3 4
5

6
7

8
9

10

11
12

13

KP
KP

1
2

3

4 5

1

6

A A'
79.30m

A A'

A A'
75.60m

A A'

A A'
77.60m

A A'

A A'
78.20m

A A'

A A'
78.20m

A A'

A A'
78.60m

A A'

A A'
79.10m

A A'

A A'
79.10m

A A'

A A'
78.20m

A A'

A A'
75.00m

A A'

A A'
75.30m

A A'

SK-4
１　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。粘性やや欠ける。
２　茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。粘性普通。

SK-12
１　茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量、焼土粒子若干。しまりあり。
　　　　　　　粘性ややあり。

SK-15
１　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量、焼土粒子若干。しまりあり。
　　　　　　　粘性普通。

SK-16
１　暗褐色土　ロームブロック多量、ローム粒子少量。しまりあり。粘性普通。

SK-22
１　暗茶褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　　少量。しまりやや欠ける。粘性や
　　　　　　　　や欠ける。

SK-23・24・25
１　表土　　　耕作土
２　暗褐色土　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
３　暗褐色土　ローム粒子多量、1～2㎝大のロームブロック少量。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
４   暗褐色土　ローム粒子多量、1～5㎝大のロームブロック少量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性普通。
５　暗褐色土　4層よりローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。粘性ややあり。
６　黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック微量。しまり欠ける。粘性欠ける。

SK-26
１ 表土　　　　耕作土
２ 暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
３ 暗褐色土　　ローム粒子（細粒）・焼土粒子若干。しまり欠ける。粘性欠ける。
４ 暗褐色土　　３層に炭化物が多量に入る。しまり欠ける。粘性欠ける。
５ 暗褐色土　　３層とほぼ同じ。しまり欠ける。粘性欠ける。（草を焼いた層）
６ 暗褐色土　　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
７ 暗褐色土　　３層とほぼ同じ。炭化物微量。しまり欠ける。粘性欠ける。
８ 暗褐色土　　３層とほぼ同じ。しまり欠ける。粘性欠ける。
９ 暗褐色土　　ロームが層状に入る。しまり欠ける。粘性欠ける。
10 茶褐色土　　ロームが層状に入る。ロームは 9層より多い。しまり欠ける。粘性欠ける。
11 黄褐色土　　ロームブロックの層。しまり欠ける。粘性欠ける。
12 暗褐色土　　８層とほぼ同じ。しまりややあり。粘性普通。
13 黄茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量、　焼土粒子・炭化物微量。しまり
 　　　　　　ややあり。粘性普通。

SK-33
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子若干。しまり
　　　　　　　　やや欠ける。粘性やや欠ける。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量、KP・焼土粒子若干。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。粘性普通。
４　黒褐色土　　ローム粒子若干。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　粘性やや欠ける。
５　暗茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック・黒褐色土
　　　　　　　　少量。しまりやや欠ける。粘性普通。

SK-49
１　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量、白色粒子　　
　　　　　　　(KP?) 若干。しまりあり。粘性ややあり。

0 2m1：80
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戻しの可能性も考えられる。　ఈ໘　確認できていない。壁は垂直に立ち上がっており、一部オーバーハン

グする部分が認められる。　ग़Ҩ　覆土の上層から出土した。土師器坏３点を図示した。このほかに土

師器坏 44点 370 ｇ、甕 115 点 2366 ｇ、須恵器坏４点 27ｇ、鉢２点 98ｇ、甕３点 275 ｇが出土している。

　。不明　ظ࣌　

̝区 SK-33（第 244 図、第 143表）

　Ґஔ　１区中央部にあたるＥ - ７グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-14 と重複しており、本遺構が新し

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が調査区外であるが、確認できた範囲では直径 170 ㎝の円形基調の大型土坑と

みられる。深さは 90㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　黒色系の土を中心に堆積しており、地山由来の

ロームブロックもほとんど含まれない事から自然堆積土とみられる。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており、

丸みを帯びる。壁は急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏７点 58ｇ、甕９

点 95ｇ、須恵器坏１点 15ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̝区 SK-48（第 244 図、第 143表）

　Ґஔ　１区南東部にあたるｂ -10 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　P-50 と重複しており、本遺構が古

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に長い楕円形で、長軸 52㎝、短軸 39㎝、深さ 10㎝である。　ओ࣠ํ

　Ｎ-10° -Ｅ　෴　不明。　ఈ໘　ローム層中に作られており、丸みを帯びる。壁はほぼ垂直に立ち上がる。

　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̝区 SK-49（第 244 図、第 143表）

　Ґஔ　１区南東部にあたるｂ -10 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向

に長い長方形で、長軸 82㎝、短軸 65㎝、深さ 52㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　෴　自然堆積と

みられる暗褐色土である。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており、平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち

上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕２点 19ｇ、須恵器甕１点 30ｇが出土している。

。不明　ظ࣌　

1 2 3

0 10cm1：4
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№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

245 1 土師器 
坏

口径（14.4） 
底径　- 
器高　3.8

外面 10YR5/2 
灰黄褐 
内面 10YR4/2 
灰黄褐

砂粒多量、礫
少量

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部外面 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/6、体
部 1/2 残
存

覆土中 H-1 区 SK-26 
一括

245 2 土師器 
坏

口径（13.2） 
底径　- 
器高　2.9

7.5YR4/2 
灰褐

砂粒・礫少量 良好 口縁部 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

口縁～体
部 1/4 残
存

覆土中 H-1 区 SK-26 
一括

245 3 土師器 
坏

口径（15.2） 
底径　- 
器高［3.7］

2.5YR5/6 
明赤褐

砂粒少量 良好 口縁部外面 ヨコナデ
体部外面 ケズリ 
内面 ヘラミガキ

口縁～体
部 1/8 残
存

覆土中 H-1 区 SK-26 
一括

定ーこ
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５　ピット

　Ｈ区では 22基のピットが確認されている。計測表にまとめる。

遺構番号 旧番号 位置 主軸方向 形状 長軸（m） 短軸（m） 深さ（m） 断面形 出土遺物 重複関係
P-1 P-1 a-10 N-6° -E 楕円形 0.52 0.30 0.28 逆台形 無
P-2 P-2 a-10 - 円形 0.38 0.34 0.39 逆台形 無 P-36 と重複
P-3 P-3 a-10 - 円形 0.32 0.30 0.42 U 字状 無
P-6 P-6 I-4 N-15° -W 楕円形か [0.29] 0.31 0.45 - 無 SD-30 より古
P-18 P-18 F-6 N-58° -E 楕円形 0.44 0.34 0.43 U 字状 無
P-20 P-20 F-6 N-18° -W 楕円形 0.60 0.42 0.28 段あり 無
P-31 P-31 E･F-6 N-76° -W 楕円形 0.50 0.23 - U 字状 無
P-35 P-35 F-6 N-0° 楕円形 0.44 0.36 0.72 - 無
P-36 P-36 a-10 N-14° -W 長方形 0.48 0.31 0.90 U 字状 無 P-2 と重複
P-37 P-37 a-10 - 円形 0.28 0.28 0.26 U 字状 無
P-38 P-38 a-10 - 円形 0.36 0.30 0.48 U 字状 無
P-39 P-39 b-10 - 円形 0.27 0.25 0.10 U 字状 無
P-40 P-40 b-10 N-65° -E 楕円形か 0.32 0.21 - U 字状 無
P-41 P-41 b-10 不明 楕円形か [0.18] 0.25 0.25 U 字状 無
P-42 P-42 b-10 - 円形 0.20 0.20 0.16 U 字状 無
P-43 P-43 b-10 N-66° -E 楕円形 0.25 0.15 0.21 U 字状 無
P-44 P-44 b-10 N-80° -E 楕円形 0.30 0.25 0.69 U 字状 無
P-45 P-45 b-10 - 円形 0.36 0.33 0.63 U 字状 無 P-46 と重複
P-46 P-46 b-10 N-60° -E 楕円形 [0.32] 0.30 0.40 U 字状 無 P-45 と重複
P-47 P-47 b-10 N-47° -E 長方形 0.40 0.26 0.31 段あり 無
P-50 P-50 b-10 - 円形 0.23 0.23 0.40 段あり 無
P-51 P-51 a-9 N-5° -E 楕円形 0.27 0.25 0.43 - 無 SD-7 より古

P-18P-31

P-20

P-6

P-35

P-20P-18

P-6

P-31

SK-22

SK-23

SI-17

SK-16

SK-15

SI-19

SI-21

SK-34

SI-27

SK-24

SK-25

SK-26

SI-29

SD-30

F-6 G-6 H-6

F-7

I-5

1 2 3
1

2

1

2

SD-30

A A'
78.20m

A A'
78.60m

A
A'

A

A'

A A'
79.70m

A

A'

P-18・31
１　暗褐色土　　ロームブロック多量。しまりややあり。粘性普通。
２　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック微量。しまりあり。粘性ややあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。粘性ややあり。

P-20
１　暗褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック・焼土・粘土微量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　粘性普通。
２　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりややあり。粘性ややあり。

P-6
１　表土　　　　耕作土
２　暗茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック微量。しまり
　　　　　　　　ややあり。粘性やや欠ける。
　　　　　　　　（SD-30・3層にロームブロックが入った層）

0 2m1：80

0 5m1：160

第 1�� ද　)۠ϐοτܭଌද

第 2�� 図　)۠ϐοτҨ࣮ߏଌ図 	1
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第 3章　小泉分校裏遺跡

P-2

P-36 P-37 P-38

P-1 P-3

P-45P-45
P-46P-46

P-47P-40

P-39
P-50

P-44

P-41

P-42
P-43

P-51

P-1

P-36P-2 P-36 P-2

P-3 P-37 P-38 P-39

P-40 P-41

P-45
P-46 P-47

P-50

SK-48

P-51

P-42
P-43

P-44
P-43

SK-4

SK-49

SI-5

SD-7
SI-8

SK-48

M区

A-10a-10b-10

b-11

1

2
3

1
1
2
3

1

2
3

1

2
3

34
12

7

8

1
2
3

4

5 6

1

2
3

SD-7

1
2

調
査
区
外

 

調
査
区
外

A A'
75.60m

A A'
75.60m

C C'
75.60m

B B'
75.60m

A

A'

A
A'

B

B'

C

C'

A A'
75.60m

A

A'

A A'
75.30m

A A'
75.70m

A

A'

A A'A'

A A'
75.50m

A A'
75.50m

A

A'

A

A'

B B'
75.30m

A A'
75.30m

A A'
75.10m

A A'
75.10m

A A'
75.30m

AA
A'

B B'

A

A'

A

A'

A

A'

A

A'

A A'
73.60m

P-1
１　暗褐色土　　ローム粒子少量。しまりあり。粘性普通。
２　暗茶褐色土　ローム粒子多量。しまりあり。粘性ややあり。
３　黄褐色土　　ローム主体。しまりやや欠ける。粘性普通。

P-2
１　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック微量。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。

P-36
１　黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりややあり。粘性ややあり。

P-3
１　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック微量。しまりやや
　　　　　　　欠ける。粘性やや欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。
　　　　　　　粘性普通。
３　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。

P-37・38
１　黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりややあり。粘性やや欠ける。
２　黄褐色土　ローム粒子・黒褐色土多量。しまりややあり。粘性普通。
３　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
４　黄褐色土　ロームブロック少量、黒褐色土微量。しまりあり。粘性普通。

P-39
１　暗褐色土　ローム粒子微量、焼土・炭化物若干。しまりあり。粘性普通。
２　黄褐色土　ローム粒子多量。しまり非常にあり。粘性ややあり。

P-40・P-41
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土・炭化物若干。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　　ローム粒子・白色粒子微量。しまりやや欠ける。粘性普通。
４　暗褐色土　　ローム粒子若干。しまりやや欠ける。粘性普通。（3層より黒い）
５　暗黄褐色土　ローム主体。しまりあり。粘性ややあり。
６　暗褐色土　　ローム粒子若干。しまり欠ける。粘性欠ける。
７　暗茶褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。粘性普通。
８　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。7層よりしまりやや欠ける。粘性ける。

P-51
１　暗茶褐色土　ローム粒子少量。しまりややあり。粘性ややあり。
２　黄褐色土　　ローム主体。しまりあり。粘性ややあり。

0 2m1：80

0 5m1：160

第 2�� 図　)۠�ϐοτҨ࣮ߏଌ図 	2
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第 11節　H区

５　遺ߏ֎の遺物

　表土中から出土したものを掲載した。

̝区Ҩߏ֎ͷҨ（第 248図、第 146表、図版一四九）

　表土中から出土した遺物のうち、３点を図示した。土師器の坏と不明鉄製品、銅銭が出土している。１は

黒色処理が施されている。２は環状と推測される鉄製品である。３の銅銭は不明である。

1

2 3

0 10cm1：4
（1）

0 5cm1：2
（2･3）

第 2�8 図　)۠�Ҩߏ֎ग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�� ද　)۠Ҩߏ֎ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

248 1 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.5］

外面 10YR3/1 
黒褐 
内面 5YR4/2 
灰褐

砂粒微量 良好 内外面 黒色処理
か

口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ

口縁部欠
損、底部
1/4 残存

表土中 H-1 区 
No.80・90・
一括

248 2 鉄製品 
不明

長［4.02］ 
幅　0.56 
厚　0.50 
重　3.22

一部残存 表土中 H-2 区トレ
ンチ 
一括

248 3 銅製品
銅銭

長　2.31
厚　0.11
重　2.63

ほぼ完存 表土中 H-1 区 
西端より
200m

不明

こ三亥グ ： 

,)-□ 0◎ 
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第 3章　小泉分校裏遺跡

第 1�節　̞区

　Ｉ区は台地上 B区の西に位置する。水路部分のため、トレンチ状の調査区であり、２つの区に分割される。

Ｉ - １区では遺構は確認されなかった。Ｉ - ２区では竪穴建物跡１軒、土坑１基が確認された。

V-7

V-11 X-11

R S T U V W X Y Z
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

道路

SK-2

SI-1

I-1区

I-2区

B区

0 20m1：600

第 2�� 図　* ۠શମ図
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第 12節　I 区

１　竪穴建物跡

　H区寄りの台地上に、1軒が確認されている。

̞区 SI- １（第 250・251 図、第 147・148 表、図版七五・七六・一三七）　

　Ґஔ　２区中央部やや北寄りにあたるＶ - ７・８グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　方形を基調とした竪穴建物の中央部分とみられる。確認できた範囲で南北 4.0 ｍ以上、壁は遺存状況の

良い部分で 19㎝ほどである。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　貼床構築土以外の２～４層はいずれも自然堆積と

みられる。　চ໘　ロームを多く含む黄褐色土の貼床がほぼ全面に確認された。　ப݀　確認されていない。

　ΧϚυ　北側に袖が残った状態で確認された。　ग़Ҩ　一括で廃棄された土師器の鉢 (3) や甕 (4) が床

面より出土している。また、カマド内や周辺から土製支脚が出土している。土師器坏 2点、鉢１点、甕 1点、

土製支脚２点を図示した。このほかに土師器坏２点 44.49 ｇ、甕 45点 671.22 ｇ、土製支脚６点 123.88 ｇ

が出土している。　７　ظ࣌世紀前葉。

5

8

7

6

3

4

5

6

7
8

カマド

カマド掘方

SI-1

調査区外調査区外

調
査
区
外

調
査
区
外

調
査
区
外

調
査
区
外

2
3

4
2

2 3

3
5

1

2

6

カ
マ
ド

1
2

3
4

5

8
貼
床

1
3 43 6 7

8

910
8

10

4

5
8

7

6

3
C

C'

B
B'

A A'

C
C'

B

B'

A A'

D D'

D D'

E
E'

E
E'

D D'

E
E'

SI-1
１ 表土　　　　耕作土
２ 暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物若干。しまりあり。粘性普通。
３ 暗褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・炭化物微量。しまりあり。粘性普通。
４ 黄褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや欠ける。粘性普通。
５ 茶褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック微量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性ややあり。
６ 黄褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性普通。（貼床）

SI-1　カマド
１ 暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性普通。
２ 黄茶褐色土　粘土主体。ローム粒子・焼土粒子少量。しまり非常にあり。粘性普通。
３ 黄褐色土　　ローム主体。焼土粒子微量。しまりあり。粘性ややあり。
４ 淡赤褐色土　粘土主体。焼土化したロームブロック少量、炭化物微量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性非常にあり。（天井崩落土）
５ 暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性普通。（1層とほぼ同じ・煙道流入土）
６ 暗灰褐色土　ローム粒子少量、焼土粒子微量、炭化物若干。しまりあり。粘性あり。（袖）
７ 暗褐色土　　砂質粘土ブロック少量、ローム粒子・焼土粒子微量、炭化物若干。しまりあり。粘性ややあり。（袖）
８ 黒褐色土　　ロームブロック多量。しまりややあり。粘性普通。（掘方埋土）
９ 暗灰褐色土　粘土多量、ローム粒子・焼土粒子少量、焼土ブロック微量。しまり非常にあり。粘性あり。
　　　　　　　　（袖）
10 暗灰褐色土　粘土主体。焼土粒子・焼土ブロック少量。しまり非常にあり。粘性あり。（袖）

0 1m1：40
L=79.60m

0 2m1：80
L=79.80m

第 1�� ද　* ۠�୦݀ݐܭଌද

第 2�0 図　* ۠�4*�1 Ҩ࣮ߏଌ図

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 東西 
（m）

南北 
（m）

深さ 
（m） ピット 炉 カマド 貯蔵穴 壁溝 間仕 

切溝
出土 
遺物 重複関係

SI-1 2 V-7･8 N-0° 方形か - [4.00] 0.19 無 無 有 無 無 無 有
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第 3章　小泉分校裏遺跡

̞区 SK- ２（第 252 図、第 149表、図版七六）

　Ґஔ　２区南東部にあたるＴ - ５グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向

に長い長方形で、長軸 278 ㎝、短軸 72㎝、深さ 15㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -65° - Ｗ　෴　ロームを

多く含む土で、人為的に埋め戻している。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており、平坦となっている。壁は

ほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕３点 10.4 ｇが出土している。　࣌

。不明。形状や覆土の状況から、近現代のいも穴の可能性が高い　ظ

２　土坑

　竪穴建物跡の北に 1基確認されている。

1 2

3

5

4

6

0 10cm1：4

第 2�1 図　* ۠�4*�1 ग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�8 ද　* ۠�4*�1 ग़Ҩ؍ද

第 1�� ද　* ۠�ܭଌද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

251 1 土師器 
坏

口径（11.8） 
底径　- 
器高［3.0］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/8 残存

覆土中 I 区 SI-1 
フク土一括

251 2 土師器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.5］

7.5YR6/6 
橙

砂粒微量 良好 荒れている 口縁部外面 ヨコナデ
体部外面 ナデ 
内面 ナデ

口縁～体
部一部残
存

覆土中 I 区 SI-1 
一括

251 3 土師器 
鉢

口径　21.8 
底径　9.5 
器高　13.0

外面 5YR5/6 
明赤褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒・礫少量 良好 外面 摩滅 
底部 内面剥落

口縁部 ヨコナデ 
体～底部内面 ナデ

口縁部
1/2、底
部 2/3 残
存

床面直
上

I 区 SI-1
No.2・3・4・
5・7・10・
11・13

251 4 土師器 
小形甕

口径（11.4） 
底径　- 
器高［15.7］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR5/3 
にぶい褐

砂粒少量 良好 下半剥落してい
る

口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ケズリ 
内面 ヘラナデ

口縁部
1/6、体
部 1/4 残
存

床面直
上

I 区 SI-1 
No.9・10・
13・14

251 5 土製支脚
口径　- 
底径　- 
器高［12.8］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒多量 良好 指頭痕あり ナデ 一部残存 床上約
3㎝

I 区 SI-1 
No.1

251 6 土製支脚
口径　- 
底径　- 
器高［9.3］

10YR5/4 
にぶい黄褐

砂粒微量 良好 粘土付着
指頭痕あり

ナデ 一部残存 カマド
内

I 区 SI-1 
カマド
No.2·3·16

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-2 2 T-5 N-65° -W 長方形 2.78 0.72 0.15 箱形 有

ー一亥 2口

。
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第 12節　I 区

区̞Ҩߏ֎ͷҨ（第253図、第150 表）

　粘板岩の用途不明の石である。穿孔の可能性のある穴

の痕跡がみられる。

３　遺ߏ֎の遺物

　表土中から出土したものを掲載する。

SK-2

1 2

SK-2
１　茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。　　　
　　　　　　　しまりあり。粘性やや欠ける。
　　　　　　　（埋め戻し）
２　黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック微量。しまり
　　　　　　　あり。粘性やや欠ける。（埋め戻し）

A A'
79.10m

A A'

0 2m1：80

1

0 10cm1：4

第 2�2 図　* ۠ 4,�2 Ҩ࣮ߏଌ図

第 2�� 図　* ۠Ҩߏ֎ग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�0 ද　* ۠Ҩߏ֎ग़Ҩ؍ද

挿図
No No 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

253 1 石
(用途不明)

長　6.0 
幅　5.2 
厚　0.8 
重　33.2

粘板岩 穿孔されているか 一部残存 表土中 I-2区 
一括

＿．六二三プ―.

ロ

』
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第 3章　小泉分校裏遺跡

第 1�節　+区

　J区は水路部分のため、トレンチ状の調査区であり、台地は東側が急傾斜となる。Ｊ - １からＪ - ４に向かっ

て南東に傾斜する。４つの調査区に分割される。溝９条、土坑 2基が確認されている。J-4 区は削平を受けて

いるため、遺構は確認されていない。

AD-19

AH-22

AJ-27

29

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

SD-1

SD-2

SD-3

SK-4

SD-5

SD-6SD-7

SK-11

SD-8

SD-9 SD-10

J-1区

J-2区

J-3区

J-4区

C-1区

C-2区

第○図　J区全体図

0 20m1：800

第 2�� 図　+ ۠શମ図
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第 13節　J区

１　溝

　台地上に９条の溝が確認されている。SD- １・２・５・10が北東－南西方向に、SD- ６・７が北西 - 南東方

向に延びている。ほぼ等間隔で確認されている。SD- ６・7以外の長さはトレンチの幅分である。

+ 区 SD- １（第 255 図、第 151表、図版七六）

　Ґஔ　１区北西部にあたる AB-16 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

に直線的に延びているものと、南北に屈曲する２本の溝と思われる。長さは 2.0 ｍ以上、幅 0.45 ～ 0.8 ｍ、

深さ 15 ～ 20 ㎝ほどで、東側の方が幅広くなっている。　ओ࣠ํ　Ｎ -55° - Ｅ　෴　流入土とみられ

る暗褐色系の土が主体である。底面付近では地山由来のロームが主体となっている。　ఈ໘　丸みを帯びて

おり、壁は底面より L字状で立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　　

+ 区 SD- ２（第 255 図、第 151表、図版七七）

　Ґஔ　２区北西隅にあたる AD-18 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東 - 南

西方向に直線的に延びていると思われる。長さは 1.95 ｍ以上、幅は 1.0 ～ 1.9 ｍ、深さは 34～ 46㎝である。

　ओ࣠ํ　N-40° -E　෴　上面を覆う暗褐色土と、底面を覆う明茶褐色土の２層である。いずれの層も

しまりがあり、明茶褐色土には地山由来のロームブロックが多量に含まれている。　ఈ໘　ローム層中につ

くられており、やや凹凸が認められる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

　

+ 区 SD- ３（第 255 図、第 151表）

　Ґஔ　２区中央部にあたる AE-19・20 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西

方向に直線的に延びていると思われる。長さは 1.95 ｍ以上、幅は 1.2 ｍ、深さ 14㎝である。　ओ࣠ํ　

Ｎ -55° - Ｅ　෴　ややしまりのある暗茶褐色土が堆積している。　ఈ໘　丸みを帯びており、壁は非常に

緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

+ 区 SD- ５（第 255 図、第 151表、図版七七）

　Ґஔ　２区南東部にあたる AF-21 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東－南

西方向に直線的に延びていると思われる。長さは 1.8 ｍ以上、幅は 0.65 ～ 0.92 ｍ、深さ 10㎝前後である。

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m）

幅 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SD-1 1 AB-16 N-55° -E L 字状か [2.00] 0.45 ～ 0.80 0.15 ～ 0.20 U 字状 無

SD-2 2 AD-18 N-40° -E 直線状 [1.95] 1.00 ～ 1.90 0.34 ～ 0.46 U 字状 無

SD-3 2 AE-19･20 N-55° -E 直線状 [1.95] 1.20 0.14 U 字状 無

SD-5 2 AF-21 N-40° -E 直線状 [1.80] 0.65 ～ 0.92 0.10 U 字状 有

SD-6 2 AF･AG-21 N-35° -W 直線状 [3.30] 0.30 0.30 U 字状 有 SD-7 より新

SD-7 2 AF-21･22 N-35° -W 直線状 [4.90] 0.30 ～ 0.40 0.20 逆台形 無 SD-6 より古

SD-8 3 AH-23 N-30° -E 直線状 [1.76] 0.70 ～ 0.98 0.30 U 字状 有

SD-9 3 AH-23 N-25° -E 直線状 [1.90] 1.10 ～ 1.60 0.25 ～ 0.45 U 字状 有

SD-10 3 AH-23･24 N-50° -E 直線状 [1.76] 2.30 ～ 2.40 0.20 逆台形 無

第 1�1 ද　+ ଌදܭߔ۠
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　ओ࣠ํ　N-40° -E　෴　上面を覆う暗褐色土と、底面を覆う明茶褐色土の２層である。このうち暗褐

色土はSD-２に堆積する土と対応する。　ఈ໘　丸みを帯び、壁は底面から非常に緩やかに立ち上がっている。

　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏３点12.89ｇ、甕２点24.74ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

　

+ 区 SD- ６・７（第 255図、第 151表、図版七七）

　Ґஔ　２区南東隅にあたる AF-21・22 と AG-21 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD- ７と一部重複し、

覆土の状況から SD-6 が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に直線的に延びている。SD- ６は長さが確認さ

れた範囲で3.3ｍ、幅0.3ｍ、深さ30㎝ほどである。SD-７は南端付近では浅いため、一部途切れる箇所がある。

確認された範囲で 4.9 ｍ以上、幅 30～ 40 ㎝、深さ 20㎝前後である。　ओ࣠ํ　Ｎ -35° - Ｗ　෴　自

然流入土とみられる暗褐色土と茶褐色土が堆積している。　ఈ໘　SD- ６は丸みを帯びており、壁はほぼ垂直

に立ち上がる。SD- ７は平坦となっており、壁は比較的緩やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　図示できる

遺物はないが、土師器甕４点 76.47 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　　

+ 区 SD- ８（第 255 図、第 151表、図版七八）

　Ґஔ　３区中央部にあたる AH-23 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東－南

西方向に直線的に延びているものと思われる。長さは 1.76 ｍ以上、幅は 0.7 ～ 0.98 ㎝、深さは 20㎝前後で

ある。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｅ　෴　自然堆積とみられる暗褐色土が２層堆積している。なお覆土が SD-

９と共通しており、同時期に機能し、廃絶した可能性が考えられる。　ఈ໘　幅狭く丸みを帯びており、壁

は底面より緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕５点41.9ｇが出土している。

-不明。SD　ظ࣌　 ９とほぼ同時期と考えられる。　

+ 区 SD- ９（第 255・256 図、第 151・152 表、図版七八 ・ 一三七）

　Ґஔ　３区中央部にあたる AH-23 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東－南

西方向に直線的に延びているものと思われる。長さは1.9ｍ以上、幅は1.1～1.6ｍ、深さは25～45㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -25° - Ｅ　෴　SD- ８と共通した自然堆積土とみられる暗褐色土が堆積している。　ఈ໘

　丸みを帯び、壁は底面より緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器の甕 1点を図示した。そのほか土師

器甕５点 64.2 ｇが出土している。　ظ࣌　古代か。土層の状況から SD- ８とほぼ同時期と考えられる。　

+ 区 SD-10（第 255 図、第 151表、図版七八）

　Ґஔ　３区中央部にあたる AH-23・24 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東

- 南西方向に直線的に延びているものと思われる。長さは 1.76 ｍ以上、幅は 2.3 ～ 2.4 ｍ、深さは 30㎝ほど

である。　ओ࣠ํ　Ｎ -50° - Ｅ　෴　６・７層は掘り返しか。　ఈ໘　平坦となっており、壁は底面か

ら垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　
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SD-1
１　表土　　　　耕作土
２　暗茶褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。粘
　　　　　　　　性普通。
３　黄褐色土　　ロームブロックの塊。しまりやや
　　　　　　　　欠ける。粘性やや欠ける。
４　茶褐色土　　ローム粒子多量。しまりあり。粘
　　　　　　　　性欠ける。
５　黄褐色土　　ローム粒子・ロームブロックの層。
　　　　　　　　しまりあり。粘性ややあり。

SD-2
１　表土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭
　　　　　　　　化物若干。しまりあり。粘性普通。
３　明茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック多
　　　　　　　　量。しまりやや欠ける。粘性や
　　　　　　　　や欠ける。

SD-3
１　表土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化
　　　　　　　　物若干。しまりあり。粘性普通。
　　　　　　　　（SD-2 の 2層に対応）
３　暗茶褐色土　ローム粒子微量、ロームブロック
　　　　　　　　若干。しまりあり。粘性ややあり。
４　暗茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。
　　　　　　　　しまりあり。粘性普通。

SD-5
１　表土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化
　　　　　　　　物若干。しまりあり。粘性普通。
　　　　　　　　（SD-2 の 2層に対応）
３　明茶褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。
　　　　　　　　しまりやや欠ける。粘性やや欠け
　　　　　　　　る。

SD-6・7
１　表土
２　暗褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物若干。しまりあり。粘性普通。（SD-2 の 2層に対応）
３　暗褐色土　　SD-2 の 2層に類似。しまりやや欠ける。
４　暗褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・炭化物若干。しまりややあり。粘性やや欠ける。
５　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック微量、炭化物若干。しまりやや欠ける。粘性欠ける。
６　茶褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。粘性普通

SD-8・9・10
１ 表土　　　　耕作土
２ 茶褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子若干。しまりあり。粘性普通。
３ 暗褐色土　　ローム粒子微量、KP粒子・焼土粒子若干。しまりややあり。 
　　　　　　　　粘性ややあり。
４ 暗褐色土　　ローム粒子微量、KP粒子・焼土粒子・炭化物若干。しまりや 
　　　　　　　　やあり。粘性普通。
５ 暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。

６ 暗茶褐色土　4層のKP粒が入っていないもの。しまりあり。粘性ややあり。
７ 暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量、KP若干。しまりやや欠け
　　　　　　　　る。粘性普通。
８ 暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりややあり。粘性普通。
９ 暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりやや欠ける。粘性やや欠ける。
10 茶褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・ロームブロック若干。しまりや 
　　　　　　　　や欠ける。粘性欠ける。

0 2m1：80
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２　土坑

　J- ２区で 2基の土坑が確認されている。

+ 区 SK- ４（第 257 図、第 153表、図版七七）

　Ґஔ　２区中央部にあたる AE-20 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側が調

査区外に延びているが、南北方向に長い楕円形とみられる。長軸 130 ㎝以上、短軸 90㎝以上、深さ 18㎝で

ある。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　流入土とみられる暗褐色土が２層と、壁の崩落土とみられる黄褐色土が１

層認められた。　ఈ໘　凹凸が顕著であり、壁は底面から急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。

。不明　ظ࣌　

+ 区 SK-11　（第 257図、第 153表）

　Ґஔ　３区中央部にあたる AH-24 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

にやや長い楕円形で、長軸 100 ㎝、短軸 80㎝、深さ 16㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -66° - Ｅ　ఈ໘　やや

丸みを帯びており、壁は底面から急斜度で立ち上がる。　෴　流入土とみられる暗褐色土と暗茶褐色土が

堆積している。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

1
0 10cm1：4

SK-4 SK-11

調査区外

2
1

34

12

SK-4
１　表土
２　暗褐色土　ローム粒子少量（0.5～1㎝大）若干。しまりあり。粘性普通。
３　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりやや欠ける。粘性欠ける。
４　黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック微量。しまりあり。粘性普通。

SK-11
１　暗褐色土　　白色粒子・焼土粒子若干。しまりあり。粘性ややあり。
２　暗茶褐色土　ロームブロック少量。しまりあり。粘性ややあり。
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№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

256 1 土師器 
甕

口径　- 
底径　8.7 
器高［3.5］

外面 10YR6/4 
にぶい黄橙 
内面 10YR7/3 
にぶい黃橙

砂粒・礫少量 良好 底部外面 ナデ・ヘラ
ミガキ 
内面 ナデか

底部 1/2
残存

底面よ
り約
10㎝

J-3 区 SD-9 
No.1

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-4 2 AE-20 N-0° 楕円形 [1.30] [0.90] 0.18 逆台形 無

SK-11 3 AH-24 N-66° -E 楕円形 1.00 0.80 0.16 逆台形 無

｀ 

＼ ／ 

口ーロ
．．  
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第1�節　̠区

　Ｋ区は本遺跡の南東端、Ｌ区の南に位置する。台地は北から南へ斜傾している。確認面はローム層で、表土下

約40 ㎝にある。水路部分のため、幅約２ｍのトレンチ状の調査区である。遺構は確認されなかった。須恵器の

蓋１点4.5ｇと甕１点81.24ｇが出土している。
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第1�節　̡区

　Ｌ区はＤ・Ｅ区の南西に位置し、台地西側の落ち際に立地する。水路部分のため、幅約２ｍの細長いトレンチ

状の調査区である。L-１～４区に区分した。古墳時代中期～平安時代の竪穴建物跡16 軒、掘立柱建物跡２棟、

溝４条、地下式坑１基、土坑 20 基が確認されている。
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AG-52

AJ-55

AM-57

AE-49

SB-43

SI-39
SI-26
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SK-11･41

SK-28

SI-29

SK-31

SK-35

SK-37

SI-18

L-1区
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87.6m
87.5m

87.1m

87.1m
87.0m

86.9m

86.5m86.6m

86.7m
86.5m

86.0m

86.1m
86.2m

86.9m87.0m
87.2m

87.4m

87.5m

87.6m

87.4m
87.3m

86.8m
86.7m

86.6m

86.5m86.4m

86.3m

86.2m

86.1m
86.0m

86.9m
86.8m

86.7m

86.6m

0 20m1：1,000
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第 15節　L区

１　竪穴建物跡

　16 軒の竪穴建物跡が1～４区の各区に散在している。

̡区 SI-１（第260 図、第154表、図版七八）

　Ґஔ　４区南東隅にあたるAQ-61グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査

区外であり、方形を基調とした竪穴建物の南西隅部分とみられる。東西 0.8ｍ以上、南北1.5ｍ以上、壁は遺存

状況の良い部分で14 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-20°-Ｗ　෴　地山由来のロームブロックを多量に含む

明褐色土が堆積しており、人為的な埋め戻しとみられる。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は確認されず、地

山であるローム層を床面としている。　ப݀ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　出土していない。　

。不明　ظ࣌

̡区 SI-２（第261図、第154・155 表、図版七八・ 一三八）

　Ґஔ　４区中央部にあたるAP-60グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-7と重複しており、本遺構が古い。　

ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外に延びており、また重複によって遺存状態も良くない。方形を基調とした竪

穴建物の北壁の一部と西壁周辺部分とみられるが、西壁は失われており床面の硬化範囲で大まかなラインを推定

した。東西1.3ｍ以上、南北 3.0 ｍ以上で、壁は遺存状況の良い部分で13 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　不明。

　෴　大半は失われているが、しまりのある暗褐色土が床面の一部を覆っていた。　চ໘　確認された範囲で

は貼床等は確認されず、地山であるローム層を床面としている。　ப݀ɾΧϚυ　確認されなかった。　ग़

Ҩ　図示した瓦１点が出土している。　ظ࣌　瓦の時期は９世紀第１四半期。

調査区外
SI-1

1
2

3

SI-1
１　灰褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりあり。粘性欠ける。（表土）
３　明褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。粘性欠ける。（埋め戻し）

A A'

A A'

0 2m1：80
L=88.00m

第 1�� ද　-۠�୦݀ݐܭଌද

第 2�0 図　-۠�4*�1 Ҩ࣮ߏଌ図

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 東西 
（m）

南北 
（m）

深さ 
（m） ピット 炉 カマド 貯蔵穴 壁溝 間仕 

切溝
出土 
遺物 重複関係

SI-1 4 AQ-61 N-20° -W 方形か [0.80] [1.50] 0.14 無 無 無 無 無 無 無

SI-2 4 AP-60 不明 方形か [1.30] [3.00] 0.13 無 無 無 無 無 無 有 SI-7 より古

SI-7 4 AP-60 N-25° -W 方形 [1.40] 3.10 0.16 無 無 有 無 無 無 有 SI-2 より新 
SK-3、SD-6 より古

SI-12 3 AK-55 N-0° 方形 [2.20] [2.40] 0.17 無 無 無 無 無 無 有

SI-13 3 AJ･AK-55 N-30° -W 方形 [1.20] [4.00] 0.20 無 無 無 無 有 無 有 SB-43 より古

SI-15 3 AJ-54･55 N-20° -E 方形 [0.80] [2.60] 0.17 1 無 無 無 無 無 有

SI-18 3 AH-53 
AI-53･54 N-0° 方形 [1.50] [2.60] 0.10 無 無 有 無 無 無 有 SD-17 より古

SI-24 3 AM-57·58 N-0° 方形 [4.00] [4.50] 0.47 1 無 有 無 有 無 有 SK-11･23･41 より古

SI-25 3 AG-52 N-30° -W 方形 [1.70] 3.30 0.40 無 無 無 無 無 無 有 SI-38･39 より新

SI-26 2 AF-51 N-20° -W 方形か [0.60] [1.20] 0.20 無 無 無 無 有 無 有

SI-29 1 AE-49･50 N-25° -W 方形か [0.50] [2.30] 0.20 無 無 無 無 有 無 有

SI-34 1 AC-47 N-35° -W 方形 [1.10] 2.80 0.20 無 無 無 無 無 無 有

SI-38 3 AG-52 N-15° -W 方形か [1.50] [3.50] 0.30 無 無 有 無 有 無 有 SI-25 より古

SI-39 3 AG-52 N-4° -W 方形か [2.50] [1.60] 0.26 無 無 無 無 無 無 有 SI-25 より古 
SI-40 より新

SI-40 3 AG-52 不明 方形か [1.00] [0.60] 0.36 無 無 無 無 無 無 無 SI-25･39 より古

SI-42 1 AB-45･46 N-0° 方形か [1.50] [1.70] 0.46 無 無 無 無 無 無 有 SK-37 より新

＼ー下二7―

_--l― 
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第 3章　小泉分校裏遺跡

̡区 SI-７（第262図、第154・156 表、図版七九）

　Ґஔ　４区中央部にあたるAP-60グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-2より新しく、SD-6・SK-3より古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調とした竪穴建物の東側半分とみられる。東西1.4ｍ以上、南北 3.1ｍ、壁は遺存

状況の良い部分で16 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-25°-Ｗ　෴　地山由来とみられるローム粒子・ローム

ブロックを多く含む暗褐色土および明褐色土が堆積している。このうち暗褐色土は人為的な埋め戻し、明褐色土

は壁の崩落土の可能性が考えられる。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は確認されず、地山であるローム層を

床面としている。やや凹凸がみられる。　ப݀　確認されなかった。　ΧϚυ　北壁に位置しているとみられる。

1

SI-7

調査区外
SI-2

1
2 3

1

A A'

A A'

SI-2
１　灰褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりあり。粘性欠ける。
　　　　　　　（旧耕作土）
３　暗褐色土　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりあり。粘性欠ける。

0 10cm1：4

0 2m1：80
L=88.00m

第 2�1 図　-۠�4*�2 Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�� ද　-۠�4*�2 ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

261 1 女瓦

厚　2.0 
重　1196.4

外面 7.5YR5/3 
にぶい褐 
内面 7.5YR6/4 
にぶい橙

砂粒・礫少量 やや
不良

凸面 格子タタキ・糸切
り痕 
凹面 布目痕・糸切り痕 
側面 ナデ 
端面 ナデ

1/4 残存 覆土中 L区 SI-2 

¥ _  99,I― 
~‘--_,,  

¥,'  
＼，＇  

¥、.9’  

l 
' 
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ローム粒子を多量に含む褐色土で構築した袖の一部と燃焼部を確認した。袖は確認できた範囲で幅 35㎝、長さ

30 ㎝以上、高さ５㎝ほどである。燃焼部および袖の内側に明瞭な焼土化範囲は確認できず、覆土中に焼土粒子

がやや多く含まれる程度である。　ग़Ҩ　須恵器坏１点、皿１点を図示した。このほか土師器坏5点8.42ｇ、

甕 45点459.27ｇ、須恵器坏２点8.58ｇ、甕３点 26.83ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。　

̡区 SI-12（第263図、第154・157表、図版七九・ 一三八）

　Ґஔ　３区中央部にあたるAK-55グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査

区外に延びているが、方形を基調とみられる竪穴建物の北東隅部分とみられる。東西2.2ｍ以上、南北 2.4ｍ以

上、壁は遺存状況の良い部分で17㎝ほどである。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　大部分はややしまりのある暗褐色

土で覆われ、部分的に地山由来とみられる明褐色土が堆積している。　চ໘　貼床等は認められず、地山であるロー

ム層を床面としている。　ப݀ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　土師器甕１点、壺１点、須恵器甕１

点を図示した。このほかに土師器坏１点 2.87ｇ、甕３点8.05ｇが出土している。　５　ظ࣌世紀代か。

1 2

SD-6
SK-3

SI-7

調査区外

SK-3

調
査
区
外

カマド

1
2
3
4

カマド
5

1

1
2

3
4

2 5調
査
区
外

調 査 区 外

A A'

A A'

B B'

C
C'

B B'

C
C'

SI-7
１　灰褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりあり。粘性
　　　　　　　欠ける。（表土）
３　暗褐色土　ローム粒子やや多量。しまり欠ける。粘性欠ける。
４　暗褐色土　ローム粒子 3層より多い、焼土粒子微量。しまりややあり。
　　　　　　　粘性欠ける。
５　明褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまり欠ける。粘性欠ける。

SI-7　カマド
１　褐色土　　　ローム粒子・焼土粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　　（流入土）
２　暗赤褐色土　焼土粒子多量、ローム粒子少量。しまりやや欠ける。粘性
　　　　　　　　欠ける。（流入土）
３　明褐色土　　ローム粒子・焼土粒子やや多量。しまり欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　　（流入土）
４　暗黄褐色土　焼土粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。
５　褐色土　　　ローム粒子多量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりやや
　　　　　　　　欠ける。粘性欠ける。（袖）

0 2m1：80
L=87.80m

0 1m1：40
L=87.30m

0 10cm1：4

第 2�2 図　-۠ 4*�� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

262 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［1.1］

2.5Y5/1 
黄灰

砂粒微量 良好 底部 ヘラケズリ 底部一部
残存

覆土中 L区 SI-7 益子産か

262 2 須恵器 
皿

口径　- 
底径（4.8） 
器高［1.8］

外面 2.5Y6/2 
灰黄 
内面 N3/ 
暗灰

砂粒・黒色粒
子若干

良好 底部 ヘラ切り後ナデ 体部下半
～底部一
部残存

覆土中 L区 SI-7 産地不明

¥ / 
9 /―-- -、--` ̀ 
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̡区 SI-13（第264図、第154表、図版七九）

　Ґஔ　３区中央部にあたるAJ・AK-55グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-43と重複しており、本遺構が古

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外であるが、方形を基調とした竪穴建物の南西隅部分とみられる。東西1.2

ｍ以上、南北４ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で20 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-30°-Ｗ　෴　地山

由来のローム粒子・鹿沼軽石を含む褐色土と、ロームブロックを多量に含む明褐色土 ( 壁溝 )が堆積している。　

চ໘　確認できた範囲では貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としている。また壁に沿って幅25㎝、

深さ10 ㎝の壁溝が巡っている。　ப݀ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、

土師器甕１点4.38、須恵器甕１点14.92ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

1 2

3

調査区外

SI-12

1

2
3

4

4

A A'

A A'

SI-12
１　暗褐色土　ローム粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや少量、KP粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。
３　暗褐色土　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりややあり。粘性欠ける。
４　明褐色土　ローム粒子多量。しまり欠ける。粘性ややあり。

0 2m1：80
L=87.90m

0 10cm1：4

SB-43 P1

SI-13
調査区外

1

ローム地山

2
3

4

SI-13
１　暗褐色土　ローム粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや少量、KP粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。
３　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量、KP粒子・焼土粒子微量。
　　　　　　　しまりやや欠ける。粘性欠ける。
４　明褐色土　ロームブロック多量。しまりあり。粘性欠ける。（壁溝）

A A'

A A'

0 2m1：80
L=87.90m

第 2�� 図　-۠�4*�12 Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�� ද　-۠ 4*�12 ग़Ҩ؍ද
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

263 1 土師器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［7.2］ 
最大（23.8）

外面 10YR4/3 
にぶい黄褐 
内面 7.5YR4/2 
灰褐

良好 内面 被熱を受
けあばた状

外面 ハケ目後ミガキ 
内面 ミガキ

胴部一部
残存

覆土中 L区 SI-12

263 2 土師器 
甕

口径　- 
底径　4.0 
器高［8.0］

外面 7.5YR5/4 
にぶい褐 
内面 7.5YR4/4 
褐

砂粒・礫少量 良好 外面 ケズリ・ナデ 
内面 ヘラナデ

底部残存 覆土中 L区 SI-12

263 3 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［3.6］

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y6/1 
黃灰

砂粒少量 良好 自然釉付着 胴部外面 平行タタキ　
胴部内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

覆土中 L区 SI-12 産地不明

＼ 
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̡区 SI-15（第265図、第154・158 表、図版七九）

　Ґஔ　３区中央部にあたるAJ-54・55グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が

調査区外に延びているが方形を基調とした竪穴建物の南西～南部付近とみられる。東西 0.8ｍ以上、南北 2.6ｍ

以上、壁は遺存状況の良い部分で17㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ-20°-Ｅ　෴　焼土粒子や炭化物をわずかに

含む褐色土が堆積している。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は認められず、地山であるローム層を床面とし

ている。　ப݀　南西隅に１基存在する。南北方向に長い楕円形で長軸55㎝、短軸 40 ㎝、深さ25㎝である。

　ΧϚυ　確認されなかった。　ग़Ҩ　土師器甑１点を図示した。このほかに土師器甕10点 206.2ｇが出

土している。　７～６　ظ࣌世紀。　

̡区 SI-18（第266図、第154・159 表、図版七九・ 一三八）

　Ґஔ　３区中央部寄りにあたるAH-53、AI-53・54グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-17と重複しており、

本遺構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外であるが、方形を基調とした竪穴建物の北壁および東壁と

1

調査区外SI-15
P1

1
2

A A'

A A'
SI-15
１　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。粘性
　　　　　　　欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや少量、ローム
　　　　　　　ブロック少量、焼土粒子・炭化物粒子
　　　　　　　微量。しまりあり。粘性欠ける。

0 2m1：80
L=87.90m

0 10cm1：4

1

SI-18

調査区外

SD-17

調
査
区
外

調
査
区
外

カマド

12

1
SD-172カマド

1
2

3

1
2

4

5

1

A A'

A A'

B B'

B B'

C
C'

C
C'

SI-18
１　褐色土　　　ローム粒子やや多量。しまりあり。粘性欠ける。（表土）
２　暗褐色土　　ローム粒子やや少量、焼土粒子微量。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性欠ける。

SI-18　カマド
１　褐色土　　　ローム粒子・焼土粒子少量。しまりやや欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　　（流入土）
２　明褐色土　　ローム粒子やや多量、焼土粒子やや少量。しまりややあり。
　　　　　　　　粘性欠ける。
３　暗赤褐色土　焼土多量、暗褐色土少量。しまりややあり。粘性欠ける。（天井崩落土）
４　暗褐色土　　山砂やや少量、ローム粒子・焼土粒子少量。しまりあり。粘性欠ける。（袖）
５　明褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりややあり。粘性欠ける。（袖）

0 2m1：80
L=87.90m

0 1m1：40
L=87.70m

0 5cm1：2

第 2�� 図　-۠�4*�1�　Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図
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第 2�� 図　-۠�4*�18 Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

265 1 土師器 
甑か

口径　- 
底径　- 
器高［6.2］

外面 10YR4/2 
灰黄褐 
内面 5YR5/6 
明赤褐

砂粒微量、赤
色粒子若干

良好 外面 ケズリ後ミガキ 
内面 ナデ

胴部一部
残存

覆土中 L区 SI-15
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みられる。東西1.5ｍ以上、南北 2.6ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で10 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　N-0

°　෴　ローム粒子や焼土粒子をわずかに含む暗褐色土が堆積している。　চ໘　確認できた範囲では貼床

等は認められず、地山であるローム層を床面としている。　ப݀　確認されなかった。　ΧϚυ　北壁中央で

地山が袖状に掘り残されている部分がある。　ग़Ҩ　図示した紡錘車１点が出土している。全面に鋸歯文が

刻まれている。　ظ࣌　不明。

̡区 SI-24（第267・268 図、第154・160 表、図版七九・ 一三八）

　Ґஔ　３区南東部にあたるAM-57・58グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-11・23・41と重複しており、本

遺構が古い。SK-23は浅いため、壁溝は壊されずに確認された。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外であるが、

方形を基調とした竪穴建物の北および東壁の一部とみられる。東西４ｍ以上、南北4.5ｍ以上、壁は遺存状況の

調査区外

SI-24

SK-41SK-11

SK-23

調査区外

調査区外

カマド

P1

掘方 上端線
掘方 下端線

C C'

D
D'

B

B'

SK-41

SK-11

1

2

734
5

6

A A'

8
9

P1B B'

1

2
3

4

5

8
9

98

C C'

1 2

3
4

5

66
7

5

D
D'

SI-24
１　暗褐色土　ローム粒子やや多量。しまりあり。粘性欠ける
２　暗褐色土　ローム粒子多量。しまりあり。粘性欠ける。
３　褐色土　　ローム微粒子・KP 微粒子・焼土粒子やや少量。
　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。
４　明褐色土　ローム粒子やや多量、KP 粒子少量、焼土粒子
　　　　　　　やや少量。しまりあり。粘性欠ける。
５　暗褐色土　暗黄褐色粘土粒子・焼土粒子少量。しまりあり。
　　　　　　　粘性欠ける。
６　灰褐色土　暗黄褐色土粒子やや多量、焼土粒子少量。
　　　　　　　しまりややあり。粘性欠ける。
７　褐色土　　ローム粒子の塊少量、KP 粒子・赤褐色土粒子
　　　　　　　微量。しまりやや欠ける。粘性欠ける。
８　褐色土　　ローム粒子・焼土粒子微量。しまり欠ける。粘性
　　　　　　　あり。
９　褐色土　　ローム粒子・KP 粒子多量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　粘性あり。

SI-24　カマド
１　褐色土　　　　粘土粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。
２　暗灰褐色土　　粘土多量、焼土粒子・焼土ブロック少量。
　　　　　　　　　しまりあり。粘性あり。
３　灰褐色粘土　　焼土粒子少量。しまりあり。粘性あり。
　　　　　　　　　（天井崩落土）
４　暗赤褐色土　　焼土主体。褐色土少量。しまり欠ける。粘性
　　　　　　　　　欠ける。
５　赤褐色土　　　焼土からなる。しまり欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　　　（火床）
６　灰褐色粘土　　焼土粒子少量。しまりあり。粘性ややあり。
　　　　　　　　　（天井か。崩落しているか不明）
７　赤褐色土　　　焼土主体。ローム粒子少量。しまり欠ける。
　　　　　　　　　粘性欠ける。
８　赤褐色土　　　焼土主体。褐色土少量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　　　粘性欠ける。（袖）
９　灰黄褐色粘土　焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
　　　　　　　　　粘性あり。（袖）

0 2m1：80
L=85.70m(B-B')
L=87.20m(A-A')

0 1m1：40
L=86.30m

第 1�� ද　-۠ 4*�18 ग़Ҩ؍ද

第 2�� 図　-۠ 4*�2� Ҩ࣮ߏଌ図

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

266 1 石製
紡錘車

径　4.8 
厚　1.8 
孔径　0.8 
重　52.68 

泥岩 鋸歯文 完形 床上約
5㎝

L区 SI-18 
No.1
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良い部分で47㎝である。　ओ࣠ํ   N-0°　෴　焼土粒子や、粘土・黄褐色土ブロックを含む土が堆積して

いる。堆積状況から自然堆積土とみられる。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は認められず、地山であるロー

ム層を床面としている。また東壁に沿って幅20 ㎝、深さ５㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀　１基確認した。

南北方向にわずかに長い楕円形で、南北 50 ㎝、東西47㎝、深さ54㎝である。　ΧϚυ　北壁中央に位置して

いる。灰黄褐色粘土を積んで構築した袖と、燃焼部や煙道の一部が遺存していた。袖は幅55㎝、竪穴壁からの

長さ82㎝、高さ32㎝、両袖間の幅 60 ㎝である。左右の袖の間には崩落しているが天井構築材に用いられたと

みられる灰褐色粘土が確認された。燃焼部および袖の内側は良く焼けており、赤褐色に焼土化している。煙道部

分は燃焼部から竪穴外に向かって短く急斜度で立ち上がっている。煙道の掘方は凸字形を呈する。　ग़Ҩ　

土師器坏１点、甕２点、須恵器坏３点、高台付坏２点、蓋２点、陶器１点、石１点が出土している。２・３には「一」

の刻書が確認された。５は内面が摩耗し、転用硯として再利用された可能性が指摘できる。９は灰釉陶器の可能

性が高い。10の甕は内面に炭化物が付着する。12はカマド構築材として再利用されたと推測される。このほかに

土師器坏54点433.78ｇ、鉢１点15.3ｇ、高台付坏183.63ｇ、甕189点 2425.64ｇ、須恵器坏 60点370.76ｇ、

蓋１点3.53ｇ、皿１点7.2ｇ、甕10点193.46ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀前葉。

1

2 3

6 7

4

5

8

9

10

11

12

第○図　L区 SI-24 遺構・出土遺物実測図

0 10cm1：4

第 2�8 図　-۠ 4*�2� ग़Ҩ࣮ଌ図
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̡区 SI-25（第269図、第154・161表、図版八ʓ ・ 一三八）

　Ґஔ　３区北西隅にあたる、AG-52グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-38・39と重複しており、本遺構が新

しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外に延びているが、方形を基調とした竪穴建物の西側部分とみられる。

東西1.7ｍ以上、南北 3.3ｍ、壁は遺存状況の良い部分で40 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-30°-Ｗ　෴　

ローム粒子をわずかに含む暗褐色土が大部分を覆い、床面上に薄く褐色土が堆積している。　চ໘　確認できた

範囲では貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としている。やや不明瞭だが壁際には壁溝が巡ってい

る可能性がある。　ப݀ɾΧϚυ　確認されなかった。　ग़Ҩ　須恵器坏３点、長頸瓶１点、壺２点、捏

ね鉢２点、甕１点を図示した。１は「二」の刻書がみられる。５と６は同一個体の可能性が高い。このほかに土師

器坏４点 25.8ｇ、甕 28点698.67ｇ、須恵器坏15点146.98ｇ、鉢１点 29.4g、壺１点81g、甕15点 391.1ｇ

が出土している。　８　ظ࣌世紀後葉。

第 1�0 ද　-۠ 4*�2� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

268 1 土師器 
坏

口径（13.0） 
底径　- 
器高［4.8］

外面 10YR7/3 
にぶい黃橙 
内面 10YR6/4 
にぶい黃橙

砂粒少量 良好 外面 荒れている 口縁部 ロクロナデ 
体部外面 ナデ 
内面 ミガキか

口縁部
1/5 残存

覆土中 L区 SI-24

268 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径（8.4） 
器高［1.6］

外面 N4/0 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒少量 良好 刻書あり「－」 底部 ヘラケズリ 底部 1/4
残存

覆土中 L区 SI-24 
一括

産地不明

268 3 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.8） 
器高［1.1］

外面 10Y4/1 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒微量 良好 刻書あり「－」 底部内面 ロクロ目顕著 底部 1/8
残存

覆土中 L区 SI-24 
一括

益子産

268 4 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.7） 
器高［1.6］

外面 7.5Y4/1 
灰 
内面 5Y4/1 
灰

砂粒少量、礫
若干

良好 底部 1/3
残存

覆土中 L区 SI-24 
一括

益子産

268 5 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（7.8） 
器高［2.6］

外面 2.5Y6/2 
灰黃 
内面 10YR6/2 
灰黄褐

砂粒微量 良好 内面 摩耗
灰釉薄く塗る

高台貼付 底部 1/4
残存

覆土中 L区 SI-24 
一括

猿投産
転用硯か

268 6 須恵器
高台付坏

口径　- 
底径（8.0） 
器高［1.9］

内外面
2.5YR6/2
灰黃褐

砂粒少量 良好 底部ヘラケズリ
高台貼付

底部 1/4
残存

覆土中 L区 SI-24 
一括

産地不明

268 7 須恵器 
蓋

口径（13.8） 
底径　- 
器高［1.9］

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黃灰

砂粒微量 良好 天井部 回転ヘラケズリ 天井～端
1/4 残存

覆土中 L区 SI-24 
一括

産地不明

268 8 須恵器 
蓋

口径　- 
底径　- 
器高［1.8］

5Y4/1 
灰

砂粒少量 良好 つまみ完
存

覆土中 L区 SI-24 
一括

益子産

268 9 陶器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［3.1］

外面 2.5Y5/3 
黄褐 
内面 10YR6/2 
灰黄褐

黒色粒子微量 良好 灰釉厚くハケ塗
り

胴部一部
残存

覆土中 L区 SI-24 産地不明

268 10 土師器 
甕

口径（22.0） 
底径　- 
器高［8.4］

外面 10YR5/4 
にぶい黄褐 
内面 10YR5/3 
にぶい黄褐

砂粒微量 良好 内面 炭化物付着 口縁部 ヨコナデ 
胴部内面 ナデ

口縁部
1/12 残
存

覆土中 L区 SI-24 
一括

268 11
土師器 
甕 

口径（24.6） 
底径　- 
器高［5.4］

5YR4/6 
赤褐

砂粒・礫多量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部 ナデ

口縁部
1/5 残存

覆土中 L区 SI-24 
一括

268 12 カマド
構築材か

長　12.0 
幅　14.9 
厚　5.2 
重　786.42

安山岩 被熱か 一部残存 覆土中 L区 SI-24 石皿転用
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1 2 3

4

7

8
5

6

9

1

2

6

7
8・9

SI-38-2（遺構間接合）

SI-25
調査区外

調査区外

調
査
区
外

SI-39

SI-38
SI-40

1

2

3

SI-39 6

7 8・9

1

A A'

A A'

SI-25
１　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。粘性欠ける。（表土）
２　暗褐色土　ローム粒子やや多量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。
３　褐色土　　ローム粒子多量。しまり欠ける。粘性ややあり。

0 2m1：80
L=87.70m

0 10cm1：4

第 2�� 図　-۠ 4*�2� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図
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̡区 SI-26（第270 図、第154・162 表、図版八ʓ）

　Ґஔ　２区のAF-51グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外であるが、

方形を基調とした竪穴建物の北東隅部分とみられる。東西 0.6ｍ以上、南北1.2ｍ以上、壁は遺存状況の良い部

分で20 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-20°-Ｗ　෴　ローム粒子や焼土粒子を含む暗褐色土・黒褐色土が

堆積している。床面上に堆積する４層は他の層に比べてローム粒子の含有量がやや多い。　চ໘　確認された範

囲では貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としている。また西壁の一部では幅35㎝、深さ５㎝未満

の浅い壁溝が認められる。　ப݀ɾΧϚυ　確認されなかった。　ग़Ҩ　図示した須恵器坏１点、高台付

坏１点が出土している。　９　ظ࣌世紀中葉。

1 2

2
1

調査区外

調
査
区
外

調
査
区
外

SI-26
調
査
区
外

1

2
34 4

2

1

A A'

A A'

SI-26
１　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。粘性欠ける。（表土）
２　暗褐色土　ローム粒子やや少量、ロームブロック・焼土粒子微量。しまり欠ける。粘性あり。
３　黒褐色土　ローム粒子少量、KP粒子・焼土粒子微量。しまり欠ける。粘性あり。
４　暗褐色土　ローム粒子やや多量、焼土粒子微量。しまり欠ける。粘性ややあり。

0 2m1：80
L=87.80m

0 10cm1：4

第 1�1 ද　-۠ 4*�2� ग़Ҩ؍ද

第 2�0 図　-۠ 4*�2� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

269 1 須恵器 
坏

口径　14.4 
底径　10.2 
器高　4.5

2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒・礫少量 良好 刻書あり「二」 底部 ヘラ切り後ナデ 口縁部一
部欠損

床上約
20㎝

L区 SI-25 
No.1

益子産

269 2 須恵器 
坏

口径　12.7 
底径　6.4 
器高　4.1

外面 7.5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量、礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
体部下端 回転ヘラケズ
リ 
底部 手持ちヘラケズリ

口縁～体
部 3/4 残
存、底部
完存

床上約
20㎝

L区 SI-25 
No.6

益子産

269 3 須恵器 
坏

口径（14.8） 
底径　- 
器高［3.7］

外面 2.5Y5/1 
黃灰 
内面 2.5Y5/2 
暗黃灰

砂粒少量 良好 底部下端 回転ヘラケズ
リ

口縁～体
部一部残
存

覆土中 L区 SI-25 
一括

産地不明

269 4 須恵器 
長頸瓶か

口径　- 
底径　- 
器高［4.8］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 7.5Y5/1 
灰

砂粒少量 良好 頸部 1/4
残存

覆土中 L区 SI-25 
一括

産地不明

269 5 須恵器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［6.4］

外面 2.5Y6/2 
灰黃 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒微量 良好 外面 自然釉付着 胴部一部
残存

覆土中 L区 SI-25 
一括

益子産か
6と同一個
体か

269 6 須恵器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［10.8］

外面 2.5Y6/2 
灰黃 
内面 5Y5/1 
灰

砂粒微量、黒
色粒子若干

良好 底部付近外面 ヘラケズ
リ

胴部一部
残存

床上約
5㎝

L区 SI-25 
No.5

益子産
5と同一個
体か

269 7 須恵器 
捏ね鉢か

口径（15.4） 
底径　- 
器高［7.5］

5Y6/1 
灰

砂粒微量 良好 口縁～体
部 1/8 残
存

床面直
上

L区 SI-25 
No.4

益子産か

269 8 須恵器 
捏ね鉢

口径　- 
底径　10.2 ？ 
器高［10.0］

外面 7.5Y7/1 
灰白 
内面 5Y6/2 
灰オリーブ

砂粒多量 良好 内面 自然釉付着 底部 手持ちナデ 体～底部
残存

床面直
上

L区 SI-25 
No.4

益子産

269 9 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［11.0］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒・黒色粒
子微量

良好 胴部外面 擬格子状平行
タタキ 
胴部内面 無文当具痕

胴部一部
残存

床面直
上

L区 SI-25 
No.3･4

益子産

ーロニロ―
クタ・
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̡区 SI-29（第271図、第154・163 表、図版八ʓ ・ 一三八）

　Ґஔ　１区南東部にあたるAE-49・50グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分

が調査区外であるが、方形を基調とした竪穴建物の西壁とみられる。東西 0.5ｍ以上、南北 2.3ｍ以上、壁は遺

存状況の良い部分で20 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-25°-Ｗ　෴　地山由来のローム粒子を多量に含む褐

色土が堆積していた。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としている。

床面は凹凸が著しく、北側に向かってわずかに傾斜している。また壁に沿って幅25㎝、深さ10㎝ほどの壁溝が巡っ

ている。　ப݀ɾΧϚυ　確認されなかった。　ग़Ҩ　須恵器甕１点、石１点を図示した。このほかに土

師器甕５点18.96ｇ、須恵器坏１点 2.25ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̡区 SI-34（第272図、第154・164表、図版八ʓ ・ 一三八）

　Ґஔ　１区中央部にあたるAC-47グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査

区外であるが、方形を基調とした竪穴建物の東側を確認した。東西1.1ｍ以上、南北 2.8ｍ、壁は遺存状況の良

い部分で20㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-35°-Ｗ　෴　竪穴の大部分がローム粒子を含む褐色土に覆われ、

床面の一部に暗褐色土が堆積している。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は認められず、地山であるローム層

を床面としている。床面は平坦だが南側がわずかに低くなっている。　ப݀ɾΧϚυ　確認されなかった。　ग़

1 2

調査区外

SI-29

1
2

A A'

A A'

SI-29
１　表土　　　耕作土
２　褐色土　　ローム粒子やや多量、焼土粒子少量、炭化物粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。

0 2m1：80
L=86.80m 0 10cm1：4

第 1�2 ද　-۠ 4*�2� ग़Ҩ؍ද

第 2�1 図　-۠ 4*�2� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�� ද　-۠ 4*�2� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

270 1 須恵器 
坏

口径（12.4） 
底径　6.0 
器高［3.8］

5Y4/1 
灰

砂粒・礫少量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラ切り後ナデ

底部完存 床上約
6㎝

L区 SI-26 
No.2

益子産

270 2 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　7.8 
器高［3.2］

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 7.5YR4/3 
褐

砂粒多量、礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラケズリ
高台貼付

底部完存 床上約
20㎝

L区 SI-26 
No.1

益子産

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

271 1 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［3.0］

外面 7.5YR8/1 
灰白 
内面 10Y4/1 
灰

砂粒微量 良好 外面 平行タタキ 
内面 同心円当具痕

一部残存 覆土中 L区 SI-29 産地不明

271 2 石
（用途不明）

長　3.7 
幅　2.5 
厚　0.9 
重　12.23

頁岩 黒色で表面滑ら
か

完形 覆土中 L区 SI-29

9—ーここ二三万
、i‘ii] -0-0 0 

ー---ご こ
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Ҩ　須恵器坏２点、高坏１点を図示した。２は底面に「－」が刻書される。３の高坏の透かし穴は３孔である。

このほかに土師器坏４点13.4ｇ、甕 21点161.3ｇ、須恵器坏６点19.06g、高台付坏１点13.19ｇ、壺３点60.53

ｇ、甕４点62.43ｇが出土している。　８　ظ࣌世紀後葉。

̡区 SI-38（第273図、第154・165 表、図版八ʓ ・八一 ・ 一三八）

　Ґஔ　３区北西隅にあたるAG-52グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-25と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外または重複によって判然としないが、方形を基調とした竪穴建物跡の北壁

および東壁の一部とみられる。東西1.5ｍ以上、南北 3.5ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で30 ㎝ほどである。

　ओ࣠ํ　Ｎ-15°-Ｗ　෴　黒褐色土、暗褐色土、カマドからの流出土とみられる灰褐色土の３層が堆積し

ている。　চ໘　確認された範囲では貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としている。床面は平坦

となっている。また東壁に沿って幅 25 ㎝、深さ５㎝未満の壁溝が巡っている。　ப݀　確認された範囲では

確認されなかった。　ΧϚυ　北壁中央に位置している。黄褐色ローム土を積み構築した袖とそれに挟まれた燃

焼部を確認した。袖は幅30 ㎝、竪穴壁からの長さ60 ㎝、高さ20 ㎝。両袖間の幅 45㎝となっている。右袖の

先端上部には半分に割られた土師器甕が置かれており、焚口構築材の可能性も考えられる。火床面および袖の内

側にはわずかに焼土化した範囲が認められるが、全体的にあまり焼けていない。天井の構築材で使われていた粘

土の塊がセクション上で確認されている。　ग़Ҩ　カマドおよびその周辺から土師器の甕・坏類が出土してい

る。土師器坏１点、甕１点を図示した。２の底部には木葉痕がみられる。調査時、SI-25として取り上げられたも

のと接合する。このほかに土師器高台付坏１点1.84ｇ、甕18点 209.3ｇが出土している。　7　ظ࣌世紀中葉。

3

1 231

調査区外

SI-34

1

2

3

1 3

A A'

A A'

SI-34
１　暗褐色土　ローム粒子多量、焼土粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。（表土）
２　暗褐色土　ローム粒子やや少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりやや欠ける。粘性欠ける。
３　褐色土　　ローム粒子やや多量、焼土粒子微量。しまりややあり。粘性欠ける。

0 2m1：80
L=86.30m

0 10cm1：4

第 2�2 図　-۠ 4*��� Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�� ද　-۠ 4*��� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

272 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（8.2） 
器高［2.1］

外面 2.5Y5/1 
黄灰 
内面 2.5Y5/2 
暗灰黄

砂粒微量 良好 ロクロ目顕著 
底部 ナデか

底部 1/5
残存

床面直
上

L区 SI-34 
No.2

益子産

272 2 須恵器 
坏

口径　- 
底径（7.4） 
器高［1.2］

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒微量 良好 刻書あり「－」 底部 1/5
残存

覆土中 L区 SI-34 益子産

272 3 須恵器 
高坏

口径（22.2） 
底径　- 
器高［5.5］

外面 5Y4/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量、礫・
黒色粒子少量

良好 ロクロ目顕著 
透かし３孔

口縁部
1/2 残存

床面直
上～ 3
㎝

L区 SI-34 
No.1

益子産

ロロニ＿ 三 遍 ――しコー
・ペ完笠

＼ニニニニ一ー：
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1 3

2

SI-38 SI-39

2

21

調査区外

SI
-3
9

SI-25SI-39

SI-38
SI-40

調査区外

調
査
区
外

調 査 区 外

調 査 区 外

SI-40 SI-38

SI-38 カマド

調
査
区
外

2

2

1

10
11

12

1

3 3
4

5
6 7

8
9

10
11

7

1

SI
-4
0

11

1

2
3

456
78

9

2 3

2

A A'

A A'

B
B'

B
B'

C C'

D
D'

D
D'

C C'

SI-38・39・40
１ 褐色土　　　ローム粒子やや少量。しまりあり。粘性欠
 　　　　　　ける。（表土）
２ 黒褐色土　　ローム粒子やや少量、焼土粒子微量。しまり
 　　　　　　欠ける。粘性ややあり。（自然堆積か）
３　暗褐色土　　ローム粒子やや多量、焼土粒子微量。しまり
 　　　　　　欠ける。粘性ややあり。
４ 灰褐色土　　ローム粒子多量、焼土粒子・炭化物粒子微量。
 　　　　　　しまり欠ける。粘性ややあり。（カマド流出土）
５ 黒褐色土　　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性やや
 　　　　　　あり。
６ 褐色土　　　焼土粒子やや多量。しまり欠ける。粘性やや
　　　　　　　　あり。
７ 暗赤褐色土　焼土粒子多量、炭化物粒子少量。しまり欠
　　　　　　　　ける。粘性ややあり。
８ 暗褐色土　　焼土粒子少量、炭化物粒子微量。しまり欠
　　　　　　　　ける。粘性ややあり。
９ 褐色土　　　焼土粒子やや少量、ローム粒子少量、炭化
　　　　　　　　物粒子微量。しまり欠ける。粘性やや欠ける。
10 褐色土　　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。しまりやや
　　　　　　　　あり。粘性やや欠ける。
11 暗褐色土　　炭化物やや多量、焼土粒子やや少量、ローム
 　　　　　　粒子少量。しまり欠ける。粘性ややあり。
12 暗褐色土　　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性やや
 　　　　　　あり。

SI-38　カマド
１　明褐色粘土　ローム粒子少量。しまりあり。粘性あり。
２　褐色土　　　焼土粒子少量、ローム粒子やや少量。しまり欠ける。粘性
　　　　　　　　やや欠ける。（流入土）
３　暗橙褐色土　焼土主体。ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　　（火床）
４　明褐色粘土　下層に焼土粒子多量。（天井崩落土）
５　褐色土　　　ローム粒子多量、褐色土・焼土粒子少量。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性欠ける。（袖）
６　黄褐色土　　ローム主体。焼土粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。（袖）
７　暗灰褐色土　ロームブロック多量、褐色土・焼土粒子・小石少量。
　　　　　　　　しまりあり。粘性あり。
８　暗黄褐色土　ローム主体。KP粒子・焼土粒子少量。しまりあり。
　　　　　　　　粘性あり。（袖）
９　赤褐色土　　焼土主体。ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。

0 2m1：80
L=87.70m

0 1m1：40
L=87.30m

0 10cm1：4

第 2�� 図　-۠ 4*��8ɾ��ɾ�0 Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図
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̡区 SI-39・40（第273図、第154・165 表、図版八一）

　Ґஔ　３区北西隅にあたるAG-52グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-25・39・40が重複しており、古い方

から SI-40 → SI-39 → SI-25 の順に構築されたと考えられる。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外であるが、

いずれも方形を基調とした竪穴建物の南壁の一部とみられる。SI-39は東西2.5ｍ以上、南北1.6ｍ以上、深さ

0.26ｍ、SI-40 は東西1ｍ以上、南北 0.6ｍ以上、深さ0.36ｍほどである。　ओ࣠ํ　SI-39はＮ -４°-Ｗ、

SI-40 は不明。　෴　SI-39 の６・７層には多量の焼土粒子が含まれている。　চ໘　いずれも確認できた範囲

では貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としている。　ப݀ɾΧϚυ　いずれも確認できた範囲で

は確認されなかった。　ग़Ҩ　SI-39 の須恵器高台付坏１点を図示した。このほかに土師器甕６点89.14ｇ、

須恵器坏３点 28.05ｇ、蓋１点3.28ｇが出土している。　ظ࣌　SI-39は９世紀代、SI-40 は SI-39以前である。

̡区 SI-42（第274図、第154・166 表、図版八一 ・ 一三八・ 一五ʓ）

　Ґஔ　１区北西隅にあたるAB-45・46グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-37と重複しており、本遺構が新

しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外であるが、方形を基調とした竪穴建物の南西隅部分とみられる。東

西1.5ｍ以上、南北1.7ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で46 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　し

まりのない暗褐色土が堆積していた。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は認められなかった。　ப݀ɾΧϚ

υ　確認されなかった。　ग़Ҩ　須恵器坏１点、高台付坏１点、銅製品1点を図示した。このほかに、土師

器甕１点94.98ｇ、須恵器坏５点50.94ｇ、蓋１点 21.72ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

1

2 3
2

調査区外

SI-42

SK-37
調
査
区
外

SK-37

12

A A'

A A'

１　暗褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性ややあり。

0 2m1：80
L=85.70m

0 10cm1：4
（1･2）

0 5cm1：2
（3）

第 1�� ද　-۠�4*��8ɾ�� ग़Ҩ؍ද

第 2�� 図　-۠ 4*��2 Ҩߏɾग़Ҩ࣮ଌ図

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

273 1 土師器 
坏

口径　11.6 
底径　- 
器高　3.6

7.5YR4/2 
灰褐

砂粒少量、礫・
白雲母微量

良好 口縁部外面～
内面 漆仕上げ

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
2/3 残存

覆土中 L区 SI-38 
b

273 2 土師器 
甕

口径（19.2） 
底径　8.0 
器高　31.5

5YR6/6 
橙

砂粒・礫少量 良好 口縁部 ヨコナデ 
胴部外面 ヘラナデ・ケズ
リ後ヘラミガキ 
内面 ヘラナデ 
底部 木葉痕

口縁～頸
部 3/4、
胴部約
2/3 残
存、底部
完存

床面直
上

L区 SI-38 
No.1・5・7・8・
9・10・カマド・
カマド脇 
L 区 SI-25 
No.3・4・11・
一括

273 3 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　8.6 
器高［2.3］

外面 5Y5/1 
灰 
内面 2.5Y4/1 
黄灰

砂粒多量 良好 底部 ヘラケズリ
高台貼付

底部～高
台完存

覆土中 L区 SI-39 益子産

三 こ J

--J ニ

ーロー 賃
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２　۷ཱப建物跡

　掘立柱建物跡２棟の一部が確認されている。

̡区 S#-９（第275図、第167表）

　Ґஔ　４区北西部にあたるAO-60グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-8と重複しており、本遺構が新しい。

　確認ঢ়況　柱痕跡をもつ大型の柱穴１基を調査区際で確認したことから掘立柱建物跡の一部と認識した。　

ฏ໘ܗঢ়ɾن　柱穴１基のため、建物の形状や規模は不明である。　ओ࣠ํ　Ｎ-31°-Ｅ　ப݀　南側半

分が調査区外であるが南北方向に長い隅丸長方形とみられる。長軸 60 ㎝以上、短軸 80 ㎝、深さ18 ㎝である。

柱痕跡は柱穴中央に位置し、直径35㎝の円形である。　෴　柱痕跡である暗褐色土と、掘方埋土であるロー

ム粒子を多く含む褐色土が堆積している。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏12点19ｇ、甕12

点 376.45ｇ、須恵器坏８点 28.23ｇ、壺１点30.25ｇ、甕２点40.2ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̡区 S#-43（第276図、第167表、、図版八一）

　Ґஔ　３区中央部にあたるAJ・AK-55グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-13と重複しており、本遺構が新し

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　掘立柱建物の南東隅部分を確認した。確認できた柱穴は３基である。建物の規模は東

西2.6ｍ以上、南北 2.8ｍ以上である。　ओ࣠ํ　Ｎ-５°-Ｅ　ப݀　３基の柱穴はいずれも長方形であり、

長軸で 95～100 ㎝、短軸で75～ 80 ㎝、深さ20 ～45 ㎝である。また全ての柱穴中央において直径 25㎝ほ

どの円形の柱痕跡を確認している。　෴　柱痕跡と柱穴掘方埋土で構成される。　ग़Ҩ　出土していない。

。不明　ظ࣌　

調査区外
SB-9SK-8

SB-9

SK-8

1

2
3

SK-8

4

5 66

A A'

A A'

SB-9
１　灰褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりあり。粘性欠ける。（表土）
３　褐色土　　ローム粒子少量。しまりややあり。粘性欠ける。
４　灰色粘土　ロームブロック少量。しまりややあり。粘性あり。
５　暗褐色土　ローム粒子少量、炭化物粒子微量。しまりややあり。粘性欠ける。（SB-9 柱痕跡）
６　褐色土　　ローム粒子やや多量。しまりややあり。粘性欠ける。（SB-9 柱穴掘方埋土）

0 2m1：80
L=87.60m

第 1�� ද　-۠ 4*��2 ग़Ҩ؍ද

第 1�� ද　-۠۷ཱபݐܭଌද

第 2�� 図　-۠ 4#�� Ҩ࣮ߏଌ図

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

274 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（8.9） 
器高［2.2］

7.5YR5/4 
にぶい褐

砂粒微量 やや 
不良

底部 1/4
残存

覆土中 L区 SI-42 
一括

益子産

274 2 須恵器 
高台付坏

口径（17.9） 
底径（11.2） 
器高［4.3］

外面 2.5Y5/1 
黃灰
内面 10YR5/2
黄灰褐

砂粒・礫少量、
黒色粒子微量

良好 スス付着 ロクロ目顕著
高台貼付

口縁部
1/8、底部
1/4 残存

床上約
20㎝

L区 SI-42 
No.1

益子産

274 3 銅製品 
不明

長［5.74］ 
幅　1.40 
厚　0.92 
重　17.20

一部残存
か

覆土中 L区 SI-42 
一括

遺構番号 旧番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） ピット 断面形 出土 

遺物 重複関係

SB-9 SB-9 4 AO-60 N-31° -E 不明 不明 不明 0.18 1 逆台形 有 SK-8 より新

SB-43 SB-38 3 AJ･AK-55 N-5° -W 不明 不明 不明 0.24 ～ 0.4 3 逆台形 無 SI-13 より新| | |I|I|  | I  I|  | | 

＼ ／ ＼ 

＿へ__

..  

一
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３　溝

　台地上に４条の溝が確認されている。長さはトレンチの幅分である。SD-６・10は北東－南西に、SD-17・19は

東西に延びる。

̡区 SD-６（第277図、第168 表、図版八一）

　Ґஔ　４区中央部にあたるAP-60グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-3・4と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東－南西方向に直線的に延びているとみられる。長さは２.0 ｍ以上、幅は断面部分で3.4

ｍである。　ओ࣠ํ　Ｎ-40°-Ｅ　෴　上層と下層で大別される。上層には褐色土が堆積しており、ローム

粒子の混入量に大きな違いがある。下層は暗褐色土が堆積しており、全体的にロームの混入は少ない。　ఈ໘　

最も深い南側では鹿沼軽石層中に作られており、底面は丸みをおび断面形はU字状となっている。北側の壁は途

中から非常に緩やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̡区 SD-10（第277・278 図、第168・169 表、図版八一）

　Ґஔ　３区中央部やや南寄りにあたるAK・AL-56グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　北西－南東方向に直線的に延びているとみられる。長さは４.2ｍ以上、幅は最大で2.6ｍである。断面の観察

および底面の状況から少なくとも２度の掘り返しがあったものとみられる。　ओ࣠ํ　Ｎ-85°-Ｗ　෴　２・

P1
P2

P3P2

P1

P2

P3

SB-43

SI-13

調査区外

調査区外

調
査
区
外

1
1

1

1

1

2

2

2

2
2

3

A A'

B
B'

A A'

B
B'

SB-43
１　暗褐色土　　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。
２　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック主体。しまりややあり。粘性欠ける。
３　暗褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。（柱痕跡）

0 2m1：80
L=87.60m

第 2�� 図　-۠ 4#��� Ҩ࣮ߏଌ図

第 1�8 ද　-۠ܭߔଌද

遺構番号 区 位置 主軸方向 形状 長さ 
（m）

幅 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SD-6 4 AP-60 N-40° - Ｅ 直線状 [2.00] 3.40 0.80 U 字状 無 SK-3・4より古

SD-10 3 AK･AL-56 N-85° -W 直線状 [4,20] 2.60 0.44 U 字状 有

SD-17 3 AI･AJ-54 N-40° -W 直線状 [6.00] 1.85 0.80 U 字状 有 SI-18 より新

SD-19 3 AM-58 N-30° -E 直線状 [2.00] 1.30 1.00 逆台形 無 SK-20 より古

I

I

I

I

I

I

 
＼
 

＼
 

ー

¥-----

-~-一三ニ―
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SK-3SK-4

SI-7

SD-6 SD-19

SD-19

SK-20

SK-20

SD-10

SD-17

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

1

2

3
45

67
8

9

SI-7

1

2
3

4

5

6
7

1
2

3

6
4

5

1 2
3

4
5

1

2

3

4

5

SD-6
１　灰褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまりあり。
　　　　　　　粘性欠ける。（表土）
３　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりややあり。粘性欠ける。
４　褐色土　　ローム粒子多量。しまりあり。粘性やや欠ける。
５　褐色土　　ローム粒子普通（3層と 4層の中程）。しまりあり。硬い。
　　　　　　　粘性欠ける。
６　暗褐色土　ローム粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。
７　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。粘性欠ける。
８　暗褐色土　ローム粒子少量（7層よりやや多い）。しまりあり。粘性欠ける。
９　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。硬い。粘性欠ける。（自然堆積か）

SD-19
１　暗褐色土　ローム粒子やや多量。しまりあり。粘性欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子多量。しまりあり。粘性欠ける。
３　暗褐色土　ローム粒子やや少量、KP粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
　　　　　　　硬い。粘性欠ける。
４　暗褐色土　ローム粒子・KP粒子少量。しまりやや欠ける。粘性あり。
５　褐色土　　KP粒子やや多量。しまり欠ける。粘性あり。

SD-10
１　暗褐色土　ローム粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。
　　　　　　　（表土）
２　暗褐色土　ローム粒子少量、炭化物粒子微量。しまり
　　　　　　　ややあり。粘性欠ける。（新しい溝）
３　暗褐色土　ローム粒子少量、KP粒子・炭化物粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。（新しい溝）
４　暗褐色土　ローム粒子やや少量。しまりややあり。粘性
　　　　　　　やや欠ける。（古い溝）
５　褐色土　　ローム粒子やや多量。しまりやや欠ける。
　　　　　　　粘性やや欠ける。（古い溝）
６　暗褐色土　ローム粒子微量（1層より多い）。しまりやや
　　　　　　　欠ける。粘性あり。
７　褐色土　　ローム粒子やや多量。しまりあり。粘性欠ける。
　　　　　　　（最も古い溝）

SD-17
１　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量、白色粒子微量。しまりあり。粘性欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。粘性ややあり。
３　明褐色土　ローム粒子多量、白色粒子微量。しまり欠ける。粘性欠ける。（壁崩落土）
４　褐色土　　ローム粒子やや多量、ロームブロック少量。しまり欠ける。粘性ややあり。
５　明褐色土　ローム粒子多量、KP粒子多量。しまり欠ける。粘性欠ける。（壁崩落土）

A A'
87.50m

A A'

A A'
87.10m

A A'

B B'
86.90m

A A'
86.90m

B B'

A A'

A
A'

87
.7
0m

A

A'

0 2m1：80

第 2�� 図　-۠�4%��ɾ10ɾ1�ɾ1� Ҩ࣮ߏଌ図
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第
3
章
　
小
泉
分
校
裏
遺
跡

３
層
が
最
も
新
し
い
段
階
、
4・
5
層
が
古
い
段
階
、
7
層
が
最
も
古
い
段
階
の
溝
の
堆
積
土
と
み
ら
れ
る
。
　
ఈ
໘
　
最
も
新
し
い

溝
の
底
面
は
鹿
沼
軽
石
層
中
に
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
は
上
層
の
ロ
ー
ム
層
中
に
作
ら
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
丸
み
を
帯
び
、
非

常
に
緩
や
か
な
立
ち
上
が
り
を
示
し
て
い
る
。
　
ग़

Ҩ

　
須
恵
器
高
台
付
坏
１
点
、
甕
１
点
、
陶
器
甕
１
点
を
図
示
し
た
。
こ
の

ほ
か
に
土
師
器
坏
６
点
17
.4
6
ｇ
、
高
台
付
坏
１
点
7.
2
ｇ
、
甕
４
点
20
.0
6
ｇ
、
須
恵
器
坏
１
点
2.
8
ｇ
、
手
捏
ね
土
器
１
点
11
.4
9

ｇ
が
出
土
し
て
い
る
。
　
࣌
ظ
　
不
明
。

̡
区
SD
-1
7（
第
27
7・
27
8
図
、
第
16
8・
16
9
表
、
図
版
八
二
）

　
Ґ
ஔ
　
３
区
中
央
部
や
や
北
寄
り
に
あ
た
る
A
I・
A
J-
54
グ
リ
ッ
ド
に
位
置
す
る
。
　
ॏ
ෳ
ؔ

　
SI
-1
8
と
重
複
し
て
お
り
、
本

遺
構
が
新
し
い
。
　
ฏ
໘
ܗ
ঢ়
ɾ
ن

　
北
西
－
南
東
方
向
に
直
線
的
に
延
び
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
長
さ
は
6.
0
ｍ
以
上
、
幅
は

最
大
で
1.
85
ｍ
、
深
さ
0.
8
ｍ
で
あ
る
。
　
ओ
࣠
ํ

　
Ｎ
-4
0°
-Ｗ
　
෴

　
地
山
由
来
の
ロ
ー
ム
粒
子
を
多
く
含
む
褐
色
・

明
褐
色
土
と
、
ロ
ー
ム
の
混
入
が
少
な
い
暗
褐
色
土
が
堆
積
し
て
い
る
。
壁
の
崩
落
土
と
自
然
流
入
土
と
み
ら
れ
、
自
然
堆
積
と

考
え
ら
れ
る
。
　
ఈ
໘
　
鹿
沼
軽
石
層
中
に
作
ら
れ
丸
み
を
帯
び
て
お
り
、
断
面
形
は
Ｕ
字
状
と
な
っ
て
い
る
。
　
ग़

Ҩ

　
須

恵
器
坏
１
点
を
図
示
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
土
師
器
坏
３
点
20
.4
2
ｇ
、
高
台
付
坏
23
.9
4
ｇ
、
甕
７
点
15
4.
26
ｇ
、
須
恵
器
坏
７
点

10
3.
27
ｇ
、
高
台
付
坏
１
点
4.
49
ｇ
、
蓋
１
点
30
.3
4
ｇ
ｇ
、
壺
１
点
35
.4
9
ｇ
、
甕
10
点
27
8.
83
ｇ
、
瓦
３
点
16
4.
87
ｇ
が
出

土
し
て
い
る
。
　
࣌
ظ
　
８
世
紀
中
～
後
葉
か
。

̡
区
SD
-1
9（
第
27
7
図
、
第
16
8
表
、
図
版
八
二
）

　
Ґ
ஔ
　
３
区
南
東
部
に
あ
た
る
A
M
-5
8
グ
リ
ッ
ド
に
位
置
す
る
。
　
ॏ
ෳ
ؔ

　
SK
-2
0
と
重
複
し
て
お
り
、
本
遺
構
が
古
い
。

　
ฏ
໘
ܗ
ঢ়
ɾ
ن

　
南
北
方
向
に
直
線
的
に
延
び
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
長
さ
は
2.
0
ｍ
以
上
、
幅
は
最
大
1.
3
ｍ
、
深
さ
1
ｍ

ほ
ど
で
あ
る
。
　
ओ
࣠
ํ

　
Ｎ
-3
0°
-Ｅ
　
෴

　
暗
褐
色
土
お
よ
び
褐
色
土
が
堆
積
し
て
い
る
。
底
面
を
覆
う
褐
色
土
中
に

は
鹿
沼
軽
石
粒
子
が
や
や
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
　
ఈ
໘
　
ロ
ー
ム
層
中
に
作
ら
れ
て
お
り
、
幅
狭
く
平
坦
で
あ
り
、
断
面
形
は
逆

1

2
3

4

SD
-1
0

SD
-1
7

0
10
cm

1：
4

第
2�
8
図
　
-
۠
4%
�1
0ɾ
1�
ग़

Ҩ

࣮
ଌ
図

第
1�
�
ද
　
-
۠
4%
�1
0ɾ
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４　Լࣜ坑

　３区の台地の落ち際に入り込む低地へ向かう西向きの斜面上に１基確認されている。

̡区 SK-41（第279図、第170 表、図版八二）

　Ґஔ　３区南東部にあたるAM-58グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-11・23より古く、SI-24より新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南西側の大部分が調査区外であるが、残存部で長軸 84 ㎝、短軸 80 ㎝、深さ100 ㎝の方

形を基調とした地下式坑の北東隅部分を確認した。　ओ࣠ํ　主室 N-0°  ෴　３層から８層は埋め戻しの

可能性が高い。　ఈ໘　安全を考慮し、深さ２ｍ以上より下部については掘り下げを断念した。ピンポールを刺し

た感触ではさらに40 ㎝ほど下に底面がある可能性が考えられる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　形状

等から中近世か。

台形状となる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

遺構番号 旧番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸 
（m）

短軸 
（m）

深さ 
（m） 断面形 出土 

遺物 重複関係

SK-41 SZ-37 3 AM-58 N-0° 長方形か [0.84] [0.80] [1.00] 逆台形か 無 SK-11･23 より古 
SI-24 より新

SI-24
SK-23

SK-11

調査区外

調査区外 SK-41

1

2

3

4

5
6

7

8

SK-11
SI-24

SI-24

A A'

A A'

SK-41
１　暗褐色土　ローム粒子やや多量。しまりあり。粘性欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子多量。しまりあり。粘性欠ける。
３　暗褐色土　ローム粒子・KP粒子・焼土粒子微量。しまり欠ける。粘性ややあり。
４　暗褐色土　ローム粒子・KP粒子・焼土粒子極微量。しまり欠ける。粘性ややあり。
５　褐色土　　ローム粒子・KPブロック少量、赤褐色粒子微量。しまり欠ける。粘性ややあり。
６　褐色土　　KP粒子微量。しまりやや欠ける。粘性あり。
７　暗褐色土　ローム粒子・KP粒子やや少量、赤褐色粒子少量。しまり欠ける。粘性あり。
８　暗褐色土　KP粒子微量。しまり欠ける。粘性あり。

0 2m1：80
L=87.20m

第 1�0 ද　-۠Լࣜܭଌද

第 2�� 図　-۠ 4,��1 Ҩ࣮ߏଌ図

＼ 
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５　土坑

　20 基の土坑が、１・３・４区で確認されている。人為的な埋め戻しも多くみられる。

̡区 SK-３（第280 図、第171表）

　Ґஔ　４区中央部にあたるAP-60グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-７、SD-6と重複しており、本遺構が新

しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　直径125 ㎝の円形で、深さは46 ㎝ほどである。　෴　灰褐色土と褐色土が堆積し

ている。最上層の暗灰褐色土には地山由来のローム粒子・ロームブロックが多量に含まれており、人為的埋め戻し

とみられる。　ఈ໘　鹿沼軽石層中に作られており、平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ

　図示できる遺物はないが、土師器甕３点7.4ｇ、須恵器坏１点6.5ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̡区 SK-４（第280 図、第171表）

　Ґஔ　４区中央部にあたるAP-60グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-６と重複しており、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東－南西方向に長い楕円形で、長軸137㎝、短軸110 ㎝、深さは25 ㎝ほどである。　

ओ࣠ํ　Ｎ-50°-Ｅ　෴　褐色土と暗褐色土の２層を確認した。褐色土には地山由来のローム粒子・ローム

ブロックが多量に含まれており、人為的埋め戻しとみられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、丸みを帯びて

いる。壁はほぼ垂直に立ち上がっており、西壁の一部はやや抉れている。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、

土師器甕２点15.1ｇ、須恵器坏２点５ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-５（第280 図、第171表）

　Ґஔ　４区中央部やや北寄りにあたるAO-60グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　一

部が調査区外であるが円形で、長軸110 ㎝以上、短軸120 ㎝、深さは44 ㎝ほどである。　෴　暗褐色土が

第 1�1 ද　-۠�ܭଌද

遺構番号 旧番号 区 位置 主軸方向 形状 長軸（m） 短軸（m） 深さ（m） 断面形 出土遺物 重複関係

SK-3 SK-3 4 AP-60 - 円形 1.25 1.25 0.46 箱形 有 SI-7、SD-6 より新

SK-4 SK-4 4 AP-60 N-50° -E 楕円形 1.37 1.10 0.25 袋状 有 SD-6 より新

SK-5 SK-5 4 AO-60 - 円形 [1.10] 1.20 0.44 箱形 有

SK-8 SK-8 4 AO-59･60 不明 隅丸長方形か [1.45] 1.48 0.21 逆台形 有 SB-9 より古

SK-11 SK-11 3 AM-58 不明 隅丸長方形か [0.80] [0.45] 0.50 逆台形 無 SI-24､SK-23･41 より新

SK-14 SK-14 3 AJ-55 不明 円形か [0.85] [0.34] 0.15 逆台形 有

SK-16 SK-16 3 AJ-54 N-0° 隅丸長方形 [1.15] 0.78 0.65 U 字状 無

SK-20 SK-20 3 AM-58 N-45° -E 円形か 1.46 [0.50] 0.55 U 字状 無 SD-19 より新

SK-21 SK-21 3 AH-52 不明 円形か [1.25] [0.55] 0.15 逆台形 有

SK-22 SK-22 3 AH-53 N-50° -E 楕円形 1.02 [0.80] 0.30 逆台形 無

SK-23 SK-23 3 AM-57·58 N-0° 楕円形 1.70 1.25 0.22 皿状 無 SK-11 より古 
SI-24･SK-41 より新

SK-27 SK-27 1 AF-50･51 N-0° 円形 1.10 1.02 0.20 皿状 有

SK-28 SK-28 1 AE-50 不明 円形か [1.02] [0.25] 0.30 逆台形 無

SK-30 SK-30 1 AD-49 - 円形 1.40 1.40 0.40 箱形 有

SK-31 SK-31 1 AD-48 N-20° -W 方形 0.45 0.45 0.08 皿状 無

SK-32 SK-32 1 AD-48 - 円形 0.45 0.45 0.10 皿状 無

SK-33 SK-33 1 AD-48 不明 楕円形か [0.40] [0.40] 0.38 U 字状 有

SK-35 SK-35 1 AB-46 - 円形 1.10 1.02 0.90 逆台形 無

SK-36 SK-36 1 AB-46 N-65° -E 楕円形 [0.52] 0.72 0.90 箱形 無

SK-37 SK-37 1 AB-46 N-77° -W 楕円形 1.05 0.90 0.75 U 字状 有 SI-42 より古
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堆積しており、上層はローム粒子・ロームブロックを多く含み、下層は少ない。人為的な埋め戻しとみられる。　

ఈ໘　ローム層中に作られており、やや丸みを帯びている。壁はほぼ垂直に立ち上がっており、南東の一部がや

や抉れている。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器坏２点32.23ｇ、甕３点 28.71ｇ、須恵器坏２点５

ｇ、甕２点50.7ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-８（第280・282図、第171・172 表）

　Ґஔ　４区北西部にあたるAO-59・60グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SB-９と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南西側が調査区外であるが、南北に長い隅丸長方形とみられる。長軸145㎝以上、短軸148㎝、

深さ21㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　地山由来とみられるローム粒子をやや多く含む明褐色土が堆積

している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや凹凸が目立つ。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　

図示した須恵器坏１点が出土している。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-11（第280 図、第171表）

　Ґஔ　３区南東部にあたるAM-58グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-24、SK-23・41と重複しており、本

遺構が最も新しいとみられる。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南西側が調査区外であるが、隅丸長方形の土坑とみられる。

長軸 80 ㎝、短軸 45 ㎝以上、深さ50 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　不明。　෴　中～下層に堆積する褐色土

層中には、焼土ブロックや粘土ブロック・灰などが含まれているが、底面や壁面には焼けた痕跡がみられないので、

別の場所から持ち込まれたものと考えられる。　ఈ໘　重複する地下式坑の覆土中に作られており、上層からみる

と、平坦となっている。壁は比較的急斜度で立ち上がるが、場所によっては緩やかな立ち上がりを示す部分がある。

　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。焼土遺構の可能性がある。

̡区 SK-14（第280 図、第171表）

　Ґஔ　３区中央部にあたる、AJ-55グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側の大部

分が調査区外であるが、円形を基調とした土坑とみられる。確認できた範囲で長軸 85㎝以上、短軸 34㎝以上、

深さ15㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　ローム粒子がやや多く含まれ、しまりのある褐色土が堆積している。

人為的埋め戻しとみられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、底面は平坦となっている。壁はほぼ垂直に立ち

上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、土師器甕１点7.6ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-16（第280 図、第171表、図版八二）

　Ґஔ　３区中央部にあたるAJ-54グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南側の一部が

調査区外であるが、南北方向に長い隅丸長方形である。長軸115 ㎝以上、短軸 78 ㎝、深さ65㎝である。　ओ

N-0°　෴　明褐色土・褐色土が堆積しており、地山由来のローム粒子・ロームブロックを多く含む層　ํ࣠

と少ない層が交互に堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、丸みを帯びている。壁は急斜度で立ち

上がっている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-20（第280 図、第171表、図版八二）

　Ґஔ　３区南東部にあたるAM-58グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-19と重複しており、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南西側が調査区外であるが、円形を基調とした土坑とみられる。確認できた範囲で、長軸が
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146 ㎝、短軸が50 ㎝以上、深さ55 ㎝である。　ओ࣠ํ　N-45°-Ｅ　෴　ローム粒子および鹿沼軽石粒

子を少量含む暗褐色土および黒褐色土が堆積している。　ఈ໘　ローム層中に作られており、丸みを帯びている。

壁は急斜度で立ち上がっている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-21（第281・282図、第171・172 表、図版八二）

　Ґஔ　３区北西部にあたるAH-52グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東側の大部分

が調査区外であるが、円形を基調とした土坑とみられる。確認できた範囲で、長軸125 ㎝以上、短軸55㎝以上、

深さ15㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　ローム粒子や焼土粒子を含む褐色土が堆積しており、人為的埋

め戻しとみられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़Ҩ

　土師器坏１点を図示した。このほかに土師器坏２点9.2ｇ、須恵器坏２点5.2ｇ、甕１点35.7ｇが出土している。

　。不明　ظ࣌　

̡区 SK-22（第281図、第171表）

　Ґஔ　３区北西部にあたるAH-53グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東側が調査

区外であるが、東西方向にわずかに長い楕円形とみられる。長軸102 ㎝、短軸 80 ㎝以上、深さ30 ㎝ほどである。

　ओ࣠ํ　Ｎ-50°-Ｅ　෴　明褐色土で人為的な埋め戻しを行っている。　ఈ໘　ローム層中に作られてお

り、やや丸みを帯びている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̡区 SK-23（第281図、第171表、図版八二）

　Ґஔ　３区南東部にあたるAM-57・58グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-11より古く、SI-24、SK-41より

新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に長い楕円形で、長軸170 ㎝、短軸125 ㎝、深さ22㎝ほどと考えられる。

　ओ࣠ํ　N-0°　෴　鹿沼軽石粒子をやや多く含む暗褐色土が堆積している。　ఈ໘　重複するSI-24、

SK-41の覆土中に作られており、丸みを帯びている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

̡区 SK-27（第281図、第171表）

　Ґஔ　１区南東部にあたるAF-50・51グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向

にわずかに長い円形の土坑である。長軸110 ㎝、短軸102 ㎝、深さ20 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　N-0°　෴

　ロームブロックを多量に含む褐色土が堆積している。　ఈ໘　底面はローム層中に作られており、丸みを帯び

ている。壁は緩やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、須恵器坏１点12.6ｇ、蓋１点

15.2ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̡区 SK-28（第281図、第171表）

　Ґஔ　１区南東部にあたるAE-50グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南東側の大部

分が調査区外であるが、円形を基調とした土坑とみられる。確認できた範囲で長軸102 ㎝以上、短軸 25㎝以上、

深さ30 ㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　ローム粒子を含む褐色土で人為的な埋め戻しを行っている。　

ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。壁は垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　

。不明　ظ࣌
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SK-3

SI-7
SD-6

SK-4 SK-5

SK-11 SK-14

SK-16

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

SB-9

SK-8

SB-9
SK-41

SK-8

SD-19

SD-19

SK-20

調査区外

1
2
3

1
2

1
2

1

2
34

5

2
3 4 5

1
2

3

1
2
3

4
5

1

2
3
4

1

2

3
4

5

SK-3
１　灰褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　　やや多量、KP粒子微量。
　　　　　　　　（埋め戻し）
２　褐色土　　　ローム粒子微量。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性ややあり。（埋め戻し）
３　暗灰褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブ　　
　　　　　　　　ロック少量。しまりややあり。
　　　　　　　　粘性やや欠ける。（埋め戻し）

SK-4
１　褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　やや多量。しまりあり。粘性欠ける。
　　　　　　　（埋め戻し）
２　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。粘
　　　　　　　性欠ける。（埋め戻し）

SK-5
１　暗褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少
　　　　　　　量。しまり欠ける。粘性ややあり。
　　　　　　　（埋め戻し）
２　暗褐色土　ローム粒子やや少量。しまりややあ
　　　　　　　り。粘性ややあり。（埋め戻し）

SK-14
１　暗褐色土　ローム粒子微量。しまり欠ける。
　　　　　　　粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや少量、KP粒子
　　　　　　　微量。しまりあり。粘性欠ける。
３　褐色土　　ローム粒子やや多量。しまりやや
　　　　　　　あり。粘性欠ける。（埋め戻し）

SK-11
１　耕作土
２　褐色土　細かいローム粒子微量。しまり欠ける。
　　　　　　粘性欠ける。
３　褐色土　焼土ブロック・粘土ブロック微量。
　　　　　　しまり欠ける。粘性欠ける。
４　褐色土　焼土ブロック・灰微量。しまり欠ける。
　　　　　　粘性欠ける。
５　褐色土　焼土粒子・灰微量。しまり欠ける。
　　　　　　粘性欠ける。

SK-16
１　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。粘性
　　　　　　　欠ける。（表土）
２　明褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック微量。
　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。
３　褐色土　　ローム粒子少量。しまり欠ける。
　　　　　　　粘性ややあり。
４　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。
　　　　　　　しまりあり。粘性ややあり。
５　褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。
　　　　　　　しまりあり。粘性ややあり。

SK-8
１　灰褐色土　ローム粒子少量。しまり欠ける。
　　　　　　　粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子やや多量、ローム
　　　　　　　ブロック少量。しまりあり。
　　　　　　　粘性欠ける。（表土）
３　褐色土　　ローム粒子少量。しまりやや
　　　　　　　あり。粘性欠ける。
４　明褐色土　ローム粒子やや多量、ローム
　　　　　　　ブロック少量。しまり欠ける。
　　　　　　　粘性ややあり。

SK-20
１　暗褐色土　ローム粒子やや多量。しまりあり。
　　　　　　　粘性欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子多量。しまりあり。粘性
　　　　　　　欠ける。
３　暗褐色土　ローム粒子少量、炭化物粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。
４　暗褐色土　ローム粒子少量（3層より少し多い）、
　　　　　　　KP粒子微量。しまりややあり。粘性
　　　　　　　欠ける。
５　黒褐色土　KP粒子少量・KPブロック微量。
　　　　　　　しまり欠ける。粘性ややあり。
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SK-23
１　暗褐色土　KP粒子やや多量、KPブロック・
　　　　　　　焼土粒子少量。しまり欠ける。粘性
　　　　　　　ややあり。

SK-27
１　褐色土　ロームブロック多量。しまり欠ける。
　　　　　　粘性欠ける。（埋め戻し）

SK-28
１　耕作土
２　明褐色土　ローム漸移層。（地山）
３　褐色土　　ローム粒子やや少量。しまり欠け
　　　　　　　る。粘性欠ける。（埋め戻し）

SK-30
１　暗褐色土　ローム粒子多量、焼土粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりややあり。
　　　　　　　粘性ややあり。
３　暗褐色土　ローム粒子やや少量。しまりやや欠
　　　　　　　ける。粘性やや欠ける。（埋め戻しか）

SK-31
１　暗褐色土　赤褐色土粒子少量、ローム粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。
　　　　　　　（自然堆積か）

SK-32
１　暗褐色土　ローム粒子・赤褐色土粒子少量。
　　　　　　　しまり欠ける。粘性欠ける。
２　明褐色土　ローム粒子多量。しまりややあり。
　　　　　　　粘性ややあり。（埋め戻し）

SK-33
１　暗褐色土　ローム粒子多量、焼土粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。
２　暗褐色土　ローム粒子多量（1層よりもやや多
　　　　　　　い）。しまり欠ける。粘性ややあり。
３　暗褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロッ
　　　　　　　ク少量。しまり欠ける。粘性ややあ
　　　　　　　り。（埋め戻し）

SK-35
１　明褐色土　　ローム粒子・ロームブロックやや
　　　　　　　　多量。しまりあり。粘性欠ける。
　　　　　　　　（埋め戻し）
２　暗黄褐色土　ローム主体。しまりややあり。粘
　　　　　　　　性ややあり。（埋め戻し）
３　黒褐色土　　ローム粒子微量。しまり欠ける。
　　　　　　　　粘性あり。（埋め戻し）

SK-36
１　暗褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。粘性欠
　　　　　　　ける。（耕作土）
２　褐色土　　ロームブロック多量。しまり欠ける。
　　　　　　　粘性欠ける。
３　褐色土　　しまり欠ける。粘性欠ける。（埋め戻し）

SK-21
１　褐色土　ローム粒子少量、焼土粒子微量。
　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　ローム粒子やや多量、ロームブロック
　　　　　　少量、焼土粒子微量。しまり欠ける。
　　　　　　粘性欠ける。（埋め戻し）

SK-22
１　褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。粘性欠ける。（表土）
２　褐色土　　ローム粒子少量。しまりややあり。
　　　　　　　粘性欠ける。
３　明褐色土　ローム粒子多量。しまりあり。粘
　　　　　　　性欠ける。（埋め戻し）

SK-37
１　灰褐色土　ローム粒子やや少量、ロームブ　
　　　　　　　ロック微量。しまりあり。粘性
　　　　　　　欠ける。
２　明褐色土　ローム粒子・ロームブロック
　　　　　　　多量。しまりあり。粘性欠ける。

0 2m1：80
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̡区 SK-30（第281・282図、第171・172 表、図版一三八）

　Ґஔ　１区中央部にあたるAD-49グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側の一部が

調査区外であるが、直径140 ㎝ほどの円形の土坑である。深さは40 ㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　暗

褐色土が堆積している。上面を覆う土にはロームブロックや焼土粒子が含まれている。人為的埋め戻しとみられる。

　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。壁は垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器高台付坏

１点、三足土器の脚部か土製支脚２点、瓦１点を図示した。このほかに土師器坏２点4.8ｇ、甕９点116.9ｇ、須

恵器坏４点19ｇ、蓋１点9.4ｇ、鉢１点 29.5ｇ、甕８点 200.7ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-31（第281図、第171表）

　Ґஔ　１区中央部にあたるAD-48グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　一辺45㎝ほ

どの方形で、深さは８㎝ほどと浅い。　ओ࣠ํ　N-20°-Ｗ　෴　ローム粒子や赤褐色土粒を含む暗褐色土

である。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。壁は急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　出土

していない。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-32（第281図、第171表）

　Ґஔ　１区中央部にあたるAD-48グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　直径45㎝ほ

どの円形で、深さは10 ㎝と浅い。　෴　SK-31と共通する暗褐色土と、ローム粒子を多量に含む明褐色土で埋

め戻しを行っている。　ఈ໘　ローム層中に作られており、平坦となっている。壁は緩やかに立ち上がる。　ग़

Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-33（第281・282図、第171・172 表、図版八二）

　Ґஔ　１区中央部にあたるAD-48グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側の大部分

が調査区外であるが、東西方向に長い楕円形とみられる。確認できた範囲で長軸・短軸ともに40 ㎝以上で、深

さは38 ㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　人為的な埋め戻しとみられる暗褐色土が堆積している。　ఈ໘

　ローム層中に作られており、やや丸みを帯びている。壁は急斜度で立ち上がる。　ग़Ҩ　土師器甕１点を

図示した。このほかに土師器坏１点２ｇ、甕１点 2.4ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-35（第281図、第171表）

　Ґஔ　１区北西隅にあたるAB-46グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向にわ

ずかに長い楕円形である。長軸110 ㎝、短軸102 ㎝、深さ90 ㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　明褐色土、

暗黄褐色土、黒褐色土の３層が堆積している。このうち明褐色土と暗黄褐色土には多量のロームブロックが含まれ

ており、人為的埋め戻しとみられる。　ఈ໘　ローム層中に作られており、やや丸みを帯びている。　ग़Ҩ

　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-36（第281図、第171表、図版八三）

　Ґஔ　１区北西隅にあたるAB-46グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東側が調査区

外であるが、東西方向に長い楕円形とみられる。長軸 52 ㎝以上、短軸 72 ㎝、深さ90 ㎝である。　ओ࣠ํ

　Ｎ-65°-Ｅ　෴　ロームブロックを多量に含む褐色土と、ロームブロックを含まない褐色土の２層に分けられ
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る。３層は人為的な埋め戻しである。　ఈ໘　ローム層中に作られており、比較的平坦となっている。壁はほぼ垂

直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̡区 SK-37（第281図、第171表、図版八一）

　Ґஔ　１区北西隅にあたる、AB-46グリッドに位置している。　ॏෳؔ　SI-42と重複しており、本遺構が古

い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に長い楕円形である。長軸105 ㎝、短軸 90 ㎝、深さ75㎝である。　ओ࣠ํ

　N-77°-Ｗ　෴　上面の一部にみられる灰褐色土と、大部分を覆う明褐色土の２層を確認した。　ఈ໘　

ローム層中に作られており、やや丸みを帯びている。壁はほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　図示できる遺物

はないが、須恵器鉢１点50.8ｇ、須恵器甕１点30.5ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

5 6
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4
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

282 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径（6.4） 
器高［1.4］

外面 10YR7/3 
にぶい黃橙 
内面 10YR7/4 
にぶい黃橙

砂粒少量 良好 体部外面～内面 ロクロ
ナデ 
底部 手持ちヘラケズリ

底部一部
残存

覆土中 L区 SK-8 
L 区 SB-9

益子産

282 2 土師器 
坏

口径　- 
底径（7.7） 
器高［1.7］

外面 10YR6/3 
にぶい黃橙 
内面 N2/0 
黒

砂粒微量 良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ

1/4 残存 覆土中 L区 SK-21

282 3 土師器 
甕

口径（16.4） 
底径　- 
器高［5.8］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 10YR6/3 
にぶい橙

砂粒・礫少量、
透明粒子微量

良好 口縁部内外面 ヨコナデ 
胴部内面 ヘラナデ

口縁～胴
部一部残
存

覆土中 L区 SK-33

282 4 土師器 
高台付坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.0］

外面 10YR6/4 
にぶい黃橙 
内面 10Y2/1 
黒

砂粒・透明粒
子若干

良好 内面 黒色処理 外面 ロクロナデ 
内面 ヘラミガキ 
底部 ヘラケズリ
高台貼付

一部残存 覆土中 L区 SK-30

282 5 土師器
三足土器

口径　- 
底径　- 
器高［5.9］

2.5Y5/3 
黄褐

砂粒・礫多量、
白雲母少量

良好 ナデ 脚部一部
残存

覆土中 L区 SK-30 6 と同一個
体か

282 6 土師器
三足土器

口径　- 
底径　- 
器高［9.6］

10YR4/3 
にぶい黄褐

砂粒・礫多量、
白雲母少量

良好 ナデ 脚部一部
残存

覆土中 L区 SK-30 5 と同一個
体か

282 7 女瓦

厚　2.6 
重　227.39

外面 2.5Y5/1 
黃灰 
内面 2.5Y6/2 
灰黄

砂粒微量 良好 凸面 格子タタキ・ナデ 
凹面 布目痕・糸切痕 
挟端面 ヘラケズリ

一部残存 覆土中 L区 SK-30
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か
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し
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を
掲
載
す
る
。

̡
区
Ҩ
ߏ
֎
ͷ
Ҩ

（
第
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3
図
、
第
17
3
表
、
図
版
一
五
ʓ
）

　
土
師
器
高
台
付
坏
１
点
、
小
型
埦
か
１
点
、
須
恵
器
坏
１
点
、
盤
１
点
、
製
塩
土
器
１
点
、
鉄
製
品
１
点
の
６
点
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図
示
し
た
。
６
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。
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１　竪穴建物跡

　竪穴建物跡は21軒が確認された。M-1～4区とM-6区～ 9区は谷を挟む。本遺跡内で古い時期の古墳時代

後期のものが多い。�

̢区 SI- ２（第285図、第174・175 表、図版八三 ・ 八四 ・ 一三八）　

　Ґஔ　９区南東部にあたる U-37 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東隅と

南西隅が調査区外であるが、平面形は方形で、東西 2.3 ｍ、南北 2.4 ｍ、面積は 5.52 ㎡、壁は遺存状況の良

い部分が 26㎝で、床面から垂直に立ち上がる。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　෴　大部分を覆う黒褐色・暗

褐色土には微量だが焼土粒子や炭化材が含まれる。床面を覆う４・５層は地山由来とみられるロームブロッ

クが多量に含まれている。　চ໘　貼床は施されておらず、地山であるローム層を床面としている。床面は

平坦となっており、中央部分には踏み締まりによるとみられる硬化面が形成されている。西・南・東壁では

壁に沿って幅 15～ 20 ㎝、深さ 10㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀　竪穴中央部分に１基認められた。

平面形は円形で、直径 20㎝、深さ 16㎝である。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　床面よりわず

かに浮いて須恵器坏や瓦が出土している。また確認面付近から石製紡錘車が出土している。須恵器坏１点、

瓦１点、紡錘車１点を図示した。３は滑石製で、側面には文様がみられる。このほかに土師器甕６点103.76ｇ、

　Ｍ区は水路部分のため、幅約 2mのトレンチ状の調査区である。北側のM-1 区と H区が接続する。M-4 ～

6 区に谷が入る。遺構は台地の傾斜面に立地する。確認面は表土から約 0.25m である。竪穴建物跡 21 軒、

方形竪穴 3基、溝６条、土坑８基、ピット 22基が確認されている。

第 1�� ද　.۠�୦݀ݐܭଌද

遺ߏ൪߸ 区 Ґஔ ओ࣠ํ ঢ়ܗ ౦
ʢNʣ

ೆ
ʢNʣ

ਂ͞�
ʢNʣ ピット  ΧϚυ ஷଂ穴 น溝 �ؒ

溝
ग़土�
遺物 ॏෳؔ

4*�� � 6��� /�1�˃ �& ܗํ �.�� �.�� �.�� 1 ແ ແ ແ ༗ ແ ༗

4*�� � 5��� /�1�˃ �& ͔ܗํ <�.1�> <1.��> �.�� 1 ແ ແ ແ ༗ ແ ༗ 4*�� ΑΓ古

4*�� � 5���ŋ�� /��˃ �8 ܗํ 	�.��
 �.�� �.�� 1 ແ ແ ແ ༗ ແ ༗ 4*�� ΑΓ৽

4*�� � 4��� ෆ໌ ͔ܗํ <1.��> <�.��> �.�� ແ ແ ແ ແ ແ ແ ༗

4*�� � 4���ŋ�� /���˃ �8 ͔ܗํ <1.��> �.�� �.1� ແ ແ ແ ແ ແ ແ ༗

4*�� � 1��1ŋ�� /���˃ �8 ͔ܗํ <�.1�> �.�� �.1� � ແ ແ ແ ແ ແ ༗

4*�� � 0���ŋ�1�
1��� /���˃ �8 ͔ܗํ <�.��> �.�� �.�� � ແ ແ ແ ༗ ແ ༗

4*�1� � .���ŋ�� /�1�˃ �& ͔ܗํ �.�� �.�� �.1� 1 ແ ແ ແ ༗ ແ ༗

4*�1� � -ŋ.��� /�11˃ �& ܗํ <�.��> <�.��> �.1� 1 ແ ༗ ༗ ແ ແ ༗ 4%�11 ΑΓ古

4*�1� � -���ŋ���
.��� /���˃ �& ͔ܗํ <�.��> <�.��> �.�� � ແ ແ ແ ༗ ແ ༗ 4,�1� ΑΓ古

4*�1� � 2��� ෆ໌ ͔ܗํ <�.��> <�.��> �.1� ແ ແ ແ ແ ༗ ແ ແ

4*��1 1 "ŋ#�1�☲11 /�1�˃ �& ͔ܗํ 	�.��
 	�.��
 �.1� 1 ແ ແ ༗ ༗ � ༗ 4,�1�ŋ��Ŋ4%��� ΑΓ古

4*��� 1 #�1� /�1�˃ �& ͔ܗํ <�.��> <�.��> �.�� １ ແ ༗ ແ ༗ ແ ༗

4*��� � $�1�ŋ1� /��˃ ͔ܗํ <1.��> <�.��> �.�� � ແ ແ ແ ແ ແ ༗

4*��� � $�1� /�1�˃ �& ͔ܗํ <1.��> <�.1�> �.�� 1 ແ ແ ແ ༗ ແ ༗

4*��� � $ŋ%�1�ŋ1� /���˃ �& ͔ܗํ 	�.��
 	�.��
 �.�� ２ ແ ແ ແ ༗ ແ ༗

4*��� � %�1�ŋ&�1� /��˃ ͔ܗํ 	�.��
 	�.��
 �.�� 1� ແ ແ ແ ༗ ແ ༗

4*��1 � &�1� /�1�˃ �8 ͔ܗํ <1.��> �.�� �.1� ～
�.�� ແ ແ ແ ແ ༗ ແ ༗ 4*��� ΑΓ古

4*��� � (�1� /��˃ ͔ܗํ <1.��> <1.��> �.��
ະຬ ແ ແ ແ ແ ༗ ແ ແ

4*���B � '�1� /���˃ ͔ܗํ � 	�.1�
 �.�� � ༗͔ ແ ແ ༗ ແ ༗ 4*���C ΑΓ৽

4*���C � '�1� /���˃ ͔ܗํ � �.�� �.�� � ແ ແ ແ ༗ ແ ༗ 4*���B ΑΓ古



－ 370 －

第 3章　小泉分校裏遺跡

̢区 SI- ３（第286図、第174・176 表、図版八四 ・ 一三八 ・ 一三九）　

　Ґஔ　９区南東部にあたる T-36 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ４と重複しており、本遺構が古い。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が重複および調査区外のため、確認できたのは南壁とその周辺の一部である。東

西 2.1m以上、南北 1.75m以上。壁は遺存状況の良い部分で 50㎝ほど遺存している。　ओ࣠ํ　Ｎ -10°

-E　෴　SI- ４と近似した焼土や炭化物を含む黒褐色土や、地山由来のロームブロックを含む褐色土などが

堆積している。　চ໘　貼床などは認められず、地山であるローム層を床面としており、上面は平坦となっ

ている。また壁に沿って幅 20㎝、深さ 10 ㎝の壁溝が巡っている。　ப݀　壁溝に接して１基確認した。

P1の平面形は東西方向にわずかに長い楕円形で、長軸 60㎝、短軸 55 ㎝、深さ 6㎝である。機能等は不明

である。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　土師器坏２点、鉢１点、須恵器甕１点を図示した。こ

須恵器坏６点 71.94 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀第１四半期。
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のほかに土師器坏 10点 121.98 ｇ、甕３点 20.46 ｇが出土している。　７　ظ࣌世紀前葉。
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̢区 SI- ４（第286図、第174・176 表、図版八四 ・ 一三九 ・ 一五ʓ）　

　Ґஔ　９区中央部やや南東寄りにあたるＴ -35・36 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI- ３と重複してお

り、本遺構が新しい。またトレンチャーによる攪乱が認められる。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北西隅から南壁にか

けての範囲を確認した。その他は調査区外であるが、一辺 5.3 ｍほどの方形とみられる。壁は遺存状況の良

い部分で 70㎝ほど遺存している。　ओ࣠ํ　Ｎ -5° - Ｗ　෴　SI- ３に近似した土が堆積しており、上

層は焼土粒子や炭化粒子を含む黒褐色土や暗褐色土、下層は地山由来のロームブロックを多量に含む褐色土

や暗黄褐色土が堆積している。　চ໘　貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としており、上面

は平坦である。また壁に沿って幅 15～ 20 ㎝、深さ 10㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀　竪穴南壁寄

りに１基存在する。東西方向にわずかに長い楕円形で、長軸 60㎝、短軸 50㎝、深さ 65㎝である。規模や

位置的に主柱穴と考えられる。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　床面直上に堆積する４層中から、

完形の土師器坏など多くの遺物が出土している。土師器坏１点、高坏１点、須恵器壺１点、甕 1点、鉄製品

１点を図示した。９は鉄鏃である。鏃身部は三角形を呈する。このほかに、土師器坏 31点 279.47 ｇ、鉢１

点 59.99 ｇ、甑１点 19.68 ｇ、手捏ね１点 27.68 ｇ、陶器１点 9.71 ｇが出土している。　７　ظ࣌世紀前葉。

̢区 SI- ５（第287図、第174・177表、図版八四 ・ 一五ʓ）　

　Ґஔ　調査区南西部にあたるS-35グリッドに位置する。　ॏෳؔ　重複する遺構はないが、トレンチャー

による攪乱を受けている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外で、方形を基調とした竪穴建物の北東隅部

分を確認したに過ぎない。東西 1.4 ｍ以上、南北 2ｍ以上、壁は北壁で 40㎝ほどが遺存していた。　ओ࣠ํ

不明。　෴　ローム粒子を含む黒色土と、ローム粒子のほかに炭化物を含む黒褐色土の２層が認めら　

れた。　চ໘　貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としており、平坦に作られている。　ப݀

第 1�� ද　.۠ 4*��ɾ� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

286 1 土師器 
坏

口径　12.4 
底径　- 
器高　3.5

外面 10YR5/2 
灰黄褐 
内面 10YR6/4 
にぶい黃橙

砂粒微量、黒
色粒子若干

良好 内外面 漆仕上げ 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデか 
内面 ヘラミガキ

ほぼ完形 床面直
上～ 3
㎝

M区 SI-3 
No.3・4

286 2 土師器 
坏

口径　13.2 
底径　- 
器高　4.8

外面 10YR6/3 
にぶい黃橙 
内面 10YR3/2 
黒褐

砂粒・黒雲母
微量

良好 口縁部 ヨコナデ 
体部 ナデ

口縁部
1/2 残存

床上約
3㎝

M区 SI-3 
No.4

286 3 土師器 
鉢

口径（16.0） 
底径　6.0 
器高　9.2

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 5YR5/6 
明褐

砂粒少量 良好 内外面 スス・コ
ゲ付着

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ナデ

口縁部
1/4 残
存、底部
完存

床面直
上

M区 SI-3 
No.2

286 4 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［16.1］

外面 2.5Y6/1 
黄灰 
内面 2.5Y5/1 
黄灰

砂粒多量、礫
若干

良好 胴部外面 格子タタキ、
カキ目 
内面 同心円当具痕

一部残存 床上約
3㎝

M区 SI-3 
No.1・フク
土

産地不明

286 5 土師器 
坏

口径　13.0 
底径　- 
器高　4.3

5YR5/6 
明赤褐

砂粒・礫少量 良好 外面 黒斑あり 口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ナデ・ケズリ 
内面 ヘラナデ

口縁部一
部欠損

床上約
2㎝

M区 SI-4 
No.1

286 6 土師器 
高坏

口径　- 
底径　- 
器高［10.1］

外面 7.5YR5/6 
明褐 
内面 10YR2/1 
黒

砂粒・礫微量 良好 内面 黒色処理 外面 ナデ
部 ヨコナデ

脚部 1/2
残存

覆土中 M区 SI-4 
フク土

286 7 須恵器 
壺

口径　- 
底径　- 
器高［6.8］

外面 7.5YR6/4 
にぶい橙 
内面 7.5YR5/6 
明褐

砂粒多量、赤
色粒子微量

不良 ロクロ目顕著 
胴部 カキ目 
胴部下端 回転ヘラケズ
リ

胴下半～
底部 1/2
残存

床面直
上

M区 SI-4 
No.2

産地不明
再利用

286 8 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［9.7］

2.5Y5/1 
黃灰

砂粒少量 良好 胴部外面 格子タタキ
内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

覆土中 M区 SI-4 
フク土

産地不明

286 9 鉄製品 
鉄鏃

長［3.74］ 
幅　2.24 
厚　0.39 
重　2.34

平根
長頸部あり

茎部欠損 覆土中 M区 SI-4 
東壁



－ 373 －

第 16節　M区

ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　釘１点を図示した。このほかに土師器坏１点 10.61 ｇ、甕 10

点 75.61 ｇ、須恵器坏１点 8.45 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

̢区 SI- ６（第288図、第174・178 表、図版八四 ・ 一三九 ・ 一五ʓ）　

　Ґஔ　９区中央部にあたる S-34・35 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　重複する遺構はないが、トレン

チャーによる攪乱を受けている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外であり、方形基調とした竪穴建物の

東壁部分周辺を確認したに過ぎない。東西１ｍ以上、南北 4.3 ｍ、壁は遺存状況の良い部分で 16㎝である。

　ओ࣠ํ　Ｎ -40° - Ｗ　෴　隣接する SI- ５と同様な黒色土と黒褐色土が堆積している。　চ໘　貼床

1

調査区外

SI-5

1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3
2撹乱

A A'

A A'

SI-5
１　表土　　　耕作土　
２　黒色土　　ローム粒子若干。しまりあり。
３　黒褐色土　ローム粒子微量、炭化粒子若干。しまりあり。

� �N�ɿ��
-������N

� �DN�ɿ�

1 2

3

4

A A'
調査区外

SI-6

3

A A'
1

2 2 2 2 2 2 2 2

3

3

3

撹乱

3

SI-6
１　表土　　　耕作土
２　黒色土　　ローム粒子若干。しまりあり。
３　黒褐色土　ローム粒子微量、炭化粒子若干。しまりあり。

� �N�ɿ��
-������N

� ��DN�ɿ�
（1～3）

� �DN�ɿ�
（4）
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・

備考

287 1 鉄製品 
釘

長［2.86］ 
幅　0.58 
厚　0.37 
重　1.34

頭部を L字形に折る
断面方形

一部残存 覆土中 M区 SI-5
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第 3章　小泉分校裏遺跡

等は認められず、地山であるローム層を床面としており、上面は平坦になっている。　ப݀ɾΧϚυ　確

認されていない。　ग़Ҩ　須恵器坏１点、高台付坏１点、鉢か１点、鉄製品１点を図示した。このほか

に土師器坏２点 13.2 ｇ、甕８点 123.6 ｇ、須恵器坏２点 7.62 ｇ、高台付坏２点 120.56 ｇ、甕４点 128.75 ｇ、

陶器２点 3.03 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀前葉。

̢区 SI- ８（第289・290 図、第174・179 表、図版八四）　

　Ґஔ　９区北西部にあたる P-31・32 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大半が

調査区外であるが、方形基調の竪穴建物の北西隅から南壁中央にかけての範囲を確認した。東西 2.1 ｍ以上、

南北６ｍ、壁は遺存状況の良い部分で 10㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° - Ｗ　෴　ローム粒子や炭

化物・焼土粒子をわずかに含む暗褐色土が堆積している。　চ໘　貼床等は認められず、地山であるローム

層を床面としている。　ப݀　３基確認した。P1 は南壁寄りに位置する。円形で直径 50 ㎝、深さ 40 ㎝

である。P2は西壁側に位置しており、東西方向に長い楕円形で、長軸 55㎝、短軸 30㎝、深さ 24㎝である。

いずれも柱穴の可能性がある。P3は竪穴外の北西隅に位置しており、上屋に関わる竪穴外柱穴の可能性がある。

長軸 56㎝、短軸 44㎝、深さ 42㎝ほどである。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　須恵器坏１点、

高台付盤１点、甕１点を図示した。このほかに土師器坏 11点 77.61 ｇ、鉢３点 18.05 ｇ、甕 19点 718.31 ｇ、

須恵器坏５点 16.44 ｇ、甕１点 29.43 ｇ、瓦１点 98.13 ｇが出土している。　ظ࣌　不明。

2

調査区外

P1 P3

SI-8

P1

P2
P3

調査区外

1
2

3

45

5
6

6A A'

B B' C C'

A A'

B

B'

C
C'

SI-8
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子少量、炭化物粒子若干。しまりあり。
４　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
５　明黒褐色土　ローム粒子微量。しまりあり。
６　褐色土　　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。

� �N�ɿ��
-������N

第 1�8 ද　.۠ 4*�� ग़Ҩ؍ද

第 28� 図　.۠�4*�8 Ҩ࣮ߏଌ図

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

288 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径　6.8 
器高［2.9］

2.5Y6/2 
灰黄

砂粒・黒色粒
子若干

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラケズリ後ナデ

体～底部
1/21 残
存

覆土中 M区 SI-6 
遺構確認時

益子産

288 2 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　10.8 
器高［3.5］

外面  5Y4/2 
灰オリーブ 
内面  2.5Y5/1 
黃灰

砂粒・白色粒
子少量

良好 底部  ヘラ切り後ナデ
高台貼付

底部 1/2
残存

覆土中 M区 SI-6 
フク土

益子産

288 3 須恵器 
鉢か

口径（46.8） 
底径　- 
器高［7.8］

外面  5Y6/1 
灰 
内面  5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒多量、礫
白色針状物質
若干

良好 口縁部  ロクロナデ 
胴部外面  平行タタキ 
内面  無文当具痕

口縁部一
部残存

床上約
20㎝

M区 SI-6 
No.1

笠間か南
那須産

286 4 鉄製品 
釘か

長［3.88］ 
幅　0.86 
厚　0.66 
重　4.12

一部残存 覆土中 M区 SI-6 
フク土

, __ 

ロ
／
 ゜ ＼ 

＼ 
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̢区 SI- ９（第291・292図、第174・180 表、図版八四 ・ 八五 ・ 一三九）　

　Ґஔ　９区北西部にあたるＯ -30・31、Ｐ -30 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。ฏ໘ܗঢ়ɾن

　方形を基調とした竪穴建物の北西隅から南壁中央にかけての範囲を確認した。東西２ｍ以上、南北 6.9 ｍ、

壁は遺存状況の良い部分で 35㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -55° - Ｗ　෴　１層を除いて、地山由来と

みられるローム粒子やロームブロックが多量に含まれている。　চ໘　貼床等は認められず、地山であるロー

ム層を床面としており、平坦に作られている。また壁に沿って幅 25㎝、深さ 10㎝ほどの壁溝が巡っている。

　ப݀　２基確認されており、位置関係などから柱穴とみられる。P1は南北方向にわずかに長い円形で長

軸 40 ㎝、短軸 35 ㎝、深さ 55 ㎝である。P2 も楕円形で長軸 30 ㎝、短軸 28 ㎝、深さ 50 ㎝である。　Χ

Ϛυ　確認されていない。　ग़Ҩ　床面から５～ 10㎝ほど浮いた位置で、完形の土師器坏や須恵器壺が

正位の状態で出土している。土師器坏３点、須恵器壺１点、甕１点を図示した。１の底部外面に、「×」の刻

1
2

3
� ��DN�ɿ�

4

1

P1

P2

P1 P2

調査区外SI-9

調査区外

1

2
3

4

5

6

3

6 7

8

97

2
3

4
3

8
9

調 査 区 外

調 査 区 外

14

A A'

B
B'

C C' D D'

A A'

B

B'

C
C'

D

D'

SI-9
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子多量、炭化物少量、焼土粒子微量。しまりあり。
４　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
５　褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
６　暗黄褐色土　ロームブロック多量、ローム粒子少量。しまりあり。
７　暗褐色土　　ローム粒子多量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
８　褐色土　　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
９　黄褐色土　　ロームブロック主体。

� �N�ɿ��
-������N

第 2�0 図　.۠ 4*�8 ग़Ҩ࣮ଌ図

第 1�� ද　.۠ 4*�8 ग़Ҩ؍ද

第 2�1 図　.۠ 4*�� Ҩ࣮ߏଌ図

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

290 1 須恵器 
坏

口径　- 
底径　- 
器高［2.5］

5Y4/2 
灰オリーブ

砂粒少量 良好 ロクロ目顕著 体部一部
残存

覆土中 M区 SI-8 
フク土一括

益子産

290 2 須恵器 
盤

口径（16.8） 
底径（9.8） 
器高　3.8

5Y4/1 
灰

砂粒多量、礫
少量

良好 ロクロ目顕著 
底部 ヘラケズリ
高台貼付

口縁～底
部一部残
存

床面直
上

M区 SI-8 
No.1

益子産

290 3 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［6.5］

外面 2.5Y4/1 
黃灰 
内面 2.5Y5/1 
黃灰

砂粒少量 良好 胴部外面 平行タタキ
内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

覆土中 M区 SI-8 
フク土

益子産
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書が確認された。４の底面には外面からのἥ͕みらΕɺࠁॻも２ՕॴみらΕるɻこのほかに土師器坏 28点

372.92 ｇ、鉢 11点 360.04 ｇ、甕 73点 1131.7 ｇ、須恵器坏９点 82.67 ｇ、蓋３点 66.55g、壺１点 10.16 ｇ、

甕１点 43.66 ｇ、高坏１点 17.67g が出土している。　６　ظ࣌世紀後葉。

̢区 SI-10（第293図、第174・181表、図版八五 ・ 一三九）　

　Ґஔ　７区南東部にあたるM-27・28 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形

を基調とした竪穴建物の、西壁から北西隅にかけての範囲と、南壁から南東隅にかけての範囲を確認した。

東西 3.7 ｍで、南北４.0 ｍ、面積は 14.8 ㎡、南北方向に長い長方形とみられる。壁は遺存状況の良い部分で

12㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　෴　3～ 5層では、地山由来の細かなローム粒子が多量に

含まれる粘土塊が、中央部で確認されている。　চ໘　図示できなかったが、周縁部を中心に貼床が施され

ている。貼床は地山由来のロームブロックを多量に含んだ暗黄褐色土で構築されており、厚さは最大 10㎝ほ

どである。上面は平坦となっている。また壁に沿って幅 15 ～ 20 ㎝、深さ５㎝ほどの壁溝が巡っている。　

ப݀　南壁中央付近に１基認められた。南北方向に長い楕円形で長軸 50㎝、短軸 35㎝、深さ 25㎝である。

位置的に入口施設に関するピットの可能性が考えられる。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　須恵

1 2

4

5

3

� ��DN�ɿ�

第 2�2 図　.۠ 4*�� ग़Ҩ࣮ଌ図

第 180 ද　.۠ 4*�� ग़Ҩ؍ද

挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

292 1 土師器 
坏

口径　15.0 
底径　- 
器高　4.1

外面 10YR6/4 
にぶい黃橙 
内面 10YR3/1 
黒褐

砂粒・礫少量 良好 内面 黒色処理 
刻書あり「×」

口縁部外面 ヨコナデ 
体部外面 ナデ 
内面 ヘラミガキ

口縁部
1/3 欠損

床上約
8㎝

M区 SI-9 
No.2

292 2 土師器 
坏

口径（11.8） 
底径　- 
器高［3.4］

外面 7.5YR4/2 
灰褐 
内面 5YR5/4 
にぶい赤褐

砂粒微量 良好 内外面 漆仕上げ 口縁部外面～内面 ヨコ
ナデ 
体部外面 ケズリ

口縁部
1/4 残存

覆土中 M区 SI-9 
南フク土

292 3 土師器 
坏

口径（15.2） 
底径　- 
器高［4.4］

外面 7.5YR6/6 
橙 
内面 5YR4/4 
にぶい赤褐

砂粒多量、礫
少量、白雲母
微量

良好 内外面 漆仕上げ 
黒斑あり

口縁部 ヨコナデ 
体部外面 ヘラケズリ 
内面 ナデ

1/5 残存 覆土中 M区 SI-9 
フク土

292 4 須恵器 
壺

口径　10.7 
底径　- 
器高　7.5 
最大径　14.4

外面 2.5Y3/1 
黃灰 
内面 10YR4/1 
褐灰

砂粒多量 良好 刻書 2箇所あり
「×」 
底部 外から穿孔

胴部下部外面 手持ちヘ
ラケズリ

ほぼ完形 床面直
上

M区 SI-9 
No.1

産地不明

292 5 須恵器 
甕

口径　- 
底径　- 
器高［8.0］

外面 10YR8/3 
浅黄橙 
内面 10YR8/4 
浅黄橙

砂粒・礫少量、
赤色粒子若干

やや
不良

胴部外面 格子タタキ 
内面 同心円当具痕

胴部一部
残存

覆土中 M区 SI-9 
フク土

産地不明

］こ ／

｀
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器坏１点、高台付坏１点、羽口１点を図示した。このほかに土師器坏２点 4.17 ｇ、甕７点 54.91 ｇ、須恵器

坏７点 50.95 ｇ、甕１点 197.78 ｇが出土している。　９　ظ࣌世紀後葉。

̢区 SI-12（第294図、第174・182 表、図版八五 ・ 一三九）　

　Ґஔ　７区中央部にあたる L・M-27 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SD-11 と重複しており、東壁は重

複している SD-11 によって破壊されている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調とした竪穴建物の北壁および北

東隅周辺部分を確認した。東西３ｍ以上、南北 2.6 ｍ以上、壁は北壁で 10㎝ほどが遺存していた。　ओ࣠ํ

Ｎ　 -11° - Ｅ　෴　全体的に遺存状態が悪く、竪穴内の覆土として 2・3・6層を確認した。　চ໘　

確認できた範囲では貼床等は確認されておらず、地山であるローム層を床面としている。　ப݀　P1 は北

東隅付近に１位置しており、東西方向に長い楕円形で、長軸 65㎝、短軸 60㎝、深さ 50㎝である。位置と

形態的特徴から柱穴の可能性が考えられる。　ஷଂ݀　P2はカマドに向かって右脇に位置しており、東西方

向に長い長方形を呈している。長軸 60㎝、短軸 30㎝、深さ 40㎝である。上端の南西隅には内部に落ち込

むような状況で粘土塊が確認されている。　ΧϚυ　北壁に位置している。遺存状態は良好ではないが、両

1 2 3

調査区外

SI-10 調査区外

P1

A A'

B

B'

1
2

3 4

4

A A'

P1

3

5

6
4

外区査調

外区査調
B

B' SI-10
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒
　　　　　　　　子微量。しまりあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子多量、炭化物粒子少量、　
　　　　　　　　焼土粒子微量。しまりあり。
４　褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック少
　　　　　　　　量。しまりあり。
５　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少
　　　　　　　　量、焼土・炭化物粒子微量。しまり
　　　　　　　　あり。
６　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック主体。
　　　　　　　　しまりあり。
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挿図
№ № 種類 

器種
計測値 
（㎝・ｇ） 色調 胎土・石質 焼成 器面の状態 器形・整形の特徴 遺存 

状態
出土 
状態 注記 産地・備考

293 1 須恵器 
坏

口径　12.8 
底径　5.9 
器高　4.2

外面 10YR5/1 
褐灰 
内面 2.5Y5/1 
灰黃

砂粒・礫少量 良好 体部下端 手持ちヘラケ
ズリ 
底部 手持ちヘラケズリ

2/3 残存 覆土中 M区 SI-10 
フク土

益子産

293 2 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径　9.2 
器高［3.9］

外面 2.5Y5/2 
暗灰黃 
内面 2.5Y4/1 
黃灰

砂粒多量、礫
少量、黒色粒
子若干

良好 底部 ヘラ切り後回転ヘ
ラケズリ
高台貼付

底部完存 覆土中 M区 SI-10 
北フク土

益子産

293 3 羽口

口径　- 
底径　- 
器高［5.5］

外面 2.5Y7/3 
浅黄 
内面 7.5YR7/4 
にぶい橙

砂粒少量 良好 滓が付着 ナデ 一部残存 覆土中 M区 SI-10
北フク土

ロ ど
／ こ
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袖と燃焼部、下部の掘方を確認した。両袖は地山の削り出し部分が遺存しており、本来はこの上に粘質土を

積んで構築していたものと思われる。規模は右袖で幅 38㎝、高さ５㎝、竪穴壁からの長さ 70㎝、両袖間の

幅 50㎝である。掘方は燃焼部下に 10㎝ほどの深さで掘られており、掘方埋土は被熱によって変色している。

　ग़Ҩ　土師器坏１点、須恵器甕１点を図示した。このほかに土師器坏２点 8.23 ｇ、甕 29 点 388.83

ｇが出土している。　６　ظ࣌世紀後葉。

̢区 SI-13（第295図、第174・183 表、図版八五 ・ 一三九）　

　Ґஔ　７区中央部にあたる L-26・27、M-27 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-14 と重複しており、

本遺構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調とした竪穴建物の南西隅周辺部とみられる。東西４ｍ以上、

南北 2.8 ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で 30㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -20° -E　෴　大部分は２

1

2

1
調査区外

SD-11

カマド

P1 P2

SD-11

SI-12

P1

P2

調査区外

調査区外

1
2

6

3
4

5
6

9

7
8
9

1

1
2

3
4

調 査 区 外

調
査
区
外

A A'

B B' C C'

A A'

B

B'
C

C'

D D'

D D'

E
E'

E
E'

SI-12
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物粒子若干。
　　　　　　　　しまりあり。
３　暗黄褐色土　ローム粒子多量。しまりあり。
４　暗赤褐色土　焼土粒子多量、ローム粒子・粘土粒子少量。しまり強。
５　褐色土　　　ローム粒子多量、焼土少量。しまりあり。
６　暗褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
７　黒褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
８　黒色土　　　焼土粒子・炭化物粒子少量、ローム粒子微量。
　　　　　　　　しまりあり。
９　褐色土　　　ローム粒子多量。しまりあり。

SI-12　カマド
１　赤灰褐色土　焼土多量、ローム・炭化物粒子微量。しまりあり。
２　黒褐色土　　焼土粒子少量、ローム粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
３　褐色土　　　ローム粒子少量、焼土粒子微量。しまりあり。
４　灰赤色土　　焼土・粘土混合土。
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層とした黒褐色土で覆われている。３層は床面直上に薄く堆積し、４層は壁溝に堆積している。　চ໘　一

部に堀方が認められた。掘方は最大で 15㎝ほどで、壁際は厚くなっている。また壁に沿って幅 20 ～ 40 ㎝、

深さ 10～ 40 ㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀　２基確認した。P1は竪穴中央部付近に位置しており、

円形とみられる。南北 45㎝、東西 30㎝以上、深さ 35㎝である。形態的特徴や、位置などから柱穴の可能

性がある。P2は南壁に近接して位置している。円形とみられ、南北 50㎝、東西 30㎝以上、深さ 20㎝である。

柱は抜き取ったと考えられ、覆土は竪穴内堆積土とほぼ共通しており、竪穴廃絶時には開口していたものと

思われる。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　土師器坏１点、須恵器坏身１点、甕２点、土製支脚

２点を図示した。このほかに土師器坏 21 点 253.91 ｇ、鉢１点 28.27 ｇ、甕 45 点 749.68 ｇ、須恵器坏２

点 14.25 ｇ、鉢１点 12.82 ｇ、甕３点 57.45 ｇが出土している。　７　ظ࣌世紀前葉。

1

2

5

3 4

6

調査区外SI-13
P1 P2

SK-14

調査区外

1

2

2

3

3

4 5
6

4

4

SK
-1
4

P1 P2

調 査 区 外

調 査 区 外

3

A A'

B
B'A A'

B

B'

SI-13
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物粒子若干。しまりあり。
３　褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
４　褐色土　　　ロームブロック多量、ローム粒子少量。しまりあり。（壁溝）
５　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子若干。
６　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。
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第 3章　小泉分校裏遺跡

̢区 SI-15（第296図、第174表、図版八五）　

　Ґஔ　９区北西部にあたるＱ -32 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形基調

の竪穴建物の北東隅のごく一部を確認したに過ぎない。東西・南北ともに残存部は 70 ㎝ほどである。壁は

18㎝ほどである。　ओ࣠ํ　不明。　෴　床面および壁溝内に堆積する褐色系の土は地山由来のローム

ブロックが多量に含まれており、土層自体も良く締まっている。　চ໘　確認された範囲では貼床等は認め

られず、地山であるローム層を床面としている。また壁に沿って幅 10 ～ 25 ㎝、深さ５㎝ほどの壁溝が巡っ

ている。　ப݀ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̢区 SI-21（第297・298 図、第174・184表、図版八六 ・ 一三九）　

　Ґஔ　１区中央部にあたる A-10・11、B-10・11 グリッドに位置する。ॏෳؔ　SK-19・20、SD-23 な

どと重複しており、本遺構が最も古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西壁の一部から南壁の一部にかけて範囲を確認

した。規模は不明瞭だがおおよそ一辺７ｍほどの方形とみられる。壁は遺存状況の良い部分で 15㎝ほどで

ある。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　෴　上面を覆う黒褐色土のほか、ローム粒子やロームブロックを多量に

含んだ褐色土・暗褐色土が認められた。　চ໘　確認された範囲では貼床等は認められず、地山であるロー

ム層を床面としている。また南壁では幅 20～ 25 ㎝、深さ５㎝未満の壁溝が巡っている。　ؒΓ2　ߔ

本確認されている。D1は長軸 124 ㎝、短軸 22㎝、深さ 15㎝、D2は長軸 148 ㎝、短軸 26㎝、深さ 17㎝

である。　ப݀　P1 は径 33 ㎝、深さ 48 ㎝の円形である。　ஷଂ݀　南壁に接して１基確認した。（P2）

SI-15

調査区外

1
234

5

A A'

A A'
SI-15
１　表土　　　　耕作土
２　表土　　　　黒色土
３　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
４　斑褐色土　　ローム粒子・ロームブロック・焼土粒子多量、炭化物粒子微量。しまりあり。
５　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。

� �N�ɿ��
-������N

5

4

3

1・2

調査区外

SI-21

SK-20

SD-23
SK-19

SK-20

SD-23

P-57

P-57

調査区外

P2P1

D1

D2

P1

3

1・2

4 5

2

2

1

3

5

3

4 3

A A'

A A'

SI-21
１　表土　　　耕作土
２　黒褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。
３　褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。
４　暗褐色土　ロームブロック多量。しまりあり。
５　褐色土　　ロームブロック少量。しまりあり。
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第 16節　M区

半分は調査区外であるが、南西方向に長い楕円形とみられる。長軸 100 ㎝以上、短軸 100 ㎝、深さ 70㎝ほ

どである。覆土は住居内堆積土と共通しており、廃絶時には開口していたことが伺える。位置や形態的特徴

などから貯蔵穴と考えられる。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　土師器坏４点、須恵器蓋１点を

図示した。３の底面には「－」の刻書がみられる。このほかに土師器坏 52点 354.57 ｇ、鉢５点 141 ｇ、甕

140 点 2370.48 ｇ、須恵器蓋５点 29.74 ｇ、高台付坏１点 7.02 ｇ、甕１点 17.67 ｇ、手捏ね１点 16.3 ｇ

が出土している。　６　ظ࣌世紀前葉。

̢区 SI-24（第299図、第174・185 表、図版八六 ・ 八七 ・ 一三九 ・ 一四ʓ）　

　Ґஔ　１区南東隅にあたる B-12 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調

とした竪穴建物の北東隅周辺部分を確認した。東西２ｍ以上、南北３ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分で 30

㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-10°-Ｅ　চ໘　貼床等は確認できず、地山であるローム層を床面としており、

上面は平坦となっている。また壁に沿って幅 20～ 30 ㎝、深さ５㎝未満の壁溝が巡っている。　ப݀　カ

マド脇で１基確認した。直径 25㎝ほどの円形で、深さは 10㎝ほどと浅い。　෴　自然埋没で、2～ 5層

はカマドの袖、10層は火床面と考えられる。　ΧϚυ　北壁中央に位置しており、両袖と燃焼部および下部

の掘方が遺存していた。袖は幅 50㎝、高さ 26㎝、竪穴壁からの長さ 70㎝、両袖間の幅 10㎝ほどである。

袖は地山を土手状に削り出し、その上に灰褐色系の粘土を積んで構築している。燃焼部はあまり焼けておら

ず、わずかに焼土粒子が散布し、袖内面が薄く焼土化する程度であった。燃焼部の中央には袖構築土と同質

1 2
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4 5
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第 3章　小泉分校裏遺跡

の粘土塊が設置されており、支脚とみられる。下部の掘方は 10㎝未満と浅い掘り込みである。　ग़Ҩ　

カマド周辺において、床面から 10㎝ほど浮いた状態で土師器坏 (2) が出土している。土師器坏３点を図示し

た。２には「×」の刻書がみられる。このほかに土師器坏 15点 93.61 ｇ、鉢５点 97.79 ｇ、甑１点 11.22 ｇ、

甕 48点 478.56 ｇ、須恵器甕３点 42.84 ｇ、瓦 1点 3.92 ｇが出土している。　７　ظ࣌世紀前葉。

1 2
3

2

1

2

調査区外

カマド カマド掘方

調査区外調査区外

SI-24

P1

2
1

3 4
5

678

9

1011

4

1
2 26

7

10

3 3 4

5

4

1 7
8

9

11
2 3

10

6

2

3

1
2

調
査
区
外

2 1

A A'

A A'

B B'

C
C'

C
C'

B B'
C

C'
B B'

SI-24
１ 表土　　　　耕作土。
２ 黒色土　　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物粒子若干。しまりあり。
３ 暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・粘土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
４ 黒褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
５ 黒褐色土　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物粒子若干。しまりあり。
６ 褐色土　　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
７ 黒褐色土　　焼土少量、ローム粒子微量。
８ 赤褐色土　　焼土。
９ 赤灰色土　　焼土・粘土混合土。
10 灰褐色土　　粘土主体。ローム微量。
11 褐灰色土　　粘土多量、ローム・焼土微量。

SI-24　カマド
１ 黒褐色土　　ローム粒子少量、粘土粒子微量、焼土粒子若干。しまりあり。
２ 灰褐色土　　粘土主体。ローム微量。（袖）
３ 明赤灰色土　２層が焼土化したもの。（袖）
４ 暗灰褐色土　粘土主体。ローム少量。（袖）
５ 褐灰色土　　ローム・ローム混合土。（袖）
６ 暗褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・粘土粒子微量。しまりあり。
７ 褐色土　　　ローム粒子・焼土粒子・粘土粒子少量。
８ 暗褐色土　　ローム粒子・粘土粒子少量、焼土粒子微量。
９ 暗黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。
10 黒褐色土　　焼土少量、ローム粒子微量。しまりあり。
11 黒褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。
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第 16節　M区

̢区 SI-25（第 300・301図、第174・186 表、図版八七 ・ 一四ʓ）　

　Ґஔ　２区北西隅にあたる C-12・13 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を

基調とした竪穴建物の南東隅部分とみられる。東西 1.7 ｍ以上、南北 2.5 ｍ以上、壁は遺存状況の良い部分

で 20㎝ほどである。　ओ࣠ํ　　N-0°　෴　ローム粒子や炭化物を含む。　চ໘　貼床等は認められ

ず、地山であるローム層を床面としており、平坦となっている。　ப݀　６基確認した。いずれも直径 20

㎝前後、深さ 10～ 20 ㎝ほどの小穴で、機能等は不明である。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　

床面から 10㎝ほど浮いた４層上面に、完形の置きカマドが潰れた状態で、その周辺より土師器坏２点、土師

器甕２点が出土している。甕は１点 (3) が正位の状態で出土し、１点 (4) が逆位の状態で置きカマドの脇から

出土している。　土師器坏２点、甕 2点、置きカマド１点を図示した。４は置きカマドへの設置にちょうど

良い大きさの甕である。３本の縦線が刻まれている。５の置きカマドの形態は上下が貫通した円錐台を呈し、

正面に大きな焚口を有する。法量は掛口直径 18.0 ㎝、器高 32.0 ㎝、基部直径 63.4 ㎝、焚口高 18.5 ㎝である。

胎土には砂粒や礫が含まれており、焼成は良好で、色調はにぶい橙色となっている。内外面ともに焼成時に

4
3

1 2

3

1

5

4

C

2

調査区外
SI-25

調査区外

調査区外
P1

P2 P3 P4

P5

P6

調
査
区
外

調
査
区
外

1

2
3

4

3 1 4 52

A A'

A A'

SI-25
１　表土　　　耕作土
２　黒褐色土　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物粒子若干。しまりあり。
３　暗褐色土　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
４　褐色土　　ローム粒子多量、焼土粒子・炭化物粒子若干。しまりあり。
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第 3章　小泉分校裏遺跡

形成されたとみられる黒斑が形成されており、内面掛口付近には使用痕とみられるススが薄く付着している。

成形方法は粘土紐による輪積成形とみられる。掛口側を下にして粘土紐を積み上げ、その後内外面を丁寧に

磨いて積み上げ痕を消している。焚口部は成形後の胎土が柔らかい段階で逆台形状に体部をカットし、上部

を折り曲げて庇を作り出している。なお焚口の端部もナデ・ミガキによって丁寧に整えられている。このほ

かに土師器甕 57点 754.75 ｇ、須恵器坏１点 5.14 ｇ、高台付坏１点 13.6 ｇ、甕１点 5.77 ｇ、陶器２点 7.97

ｇが出土している。　６　ظ࣌世紀前葉。

5

内面スス付着状況
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̢区 SI-26（第 302図、第174・187表、図版八七）

　Ґஔ　２区北西隅にあたる C-13 グリッドに位置する。　ॏෳؔ

　方形を基調とした竪穴建物の南西隅نঢ়ɾܗなし。　ฏ໘　

付近を確認した。東西 1.9 ｍ以上、南北 4.1 ｍ以上、壁は遺存状況

の良い部分で 40 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　চ໘

　全面に貼床が施されている。貼床は地山由来のロームブロックを

多量に含んだ暗黄褐色土で構築されており、厚さは最大 15㎝ほど

である。上面は平坦となっている。また壁に沿って幅 30～ 40 ㎝、

深さ 10㎝前後の壁溝が巡っている。　ப݀　１基確認した。直

径 30 ㎝ほどの円形で、深さは 34 ㎝である。　෴　黒褐色土が

竪穴部分を覆い、地山の崩落土とみられる褐色土が壁溝を覆って

いる。　ΧϚυ　確認されなかった。　ग़Ҩ　土師器坏１点、

須恵器䛇か坏身 1点、甕１点を図示した。このほかに土師器坏 10

点 33.96 ｇ、鉢１点 13.75 ｇ、甕 35 点 502.63 ｇ、須恵器甕１点

12.15 ｇが出土している。　６　ظ࣌世紀前葉。
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SI-26・27
１　表土　　　　耕作土
２　黒色土　　　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物粒子若干。しまりあり。
３　黒褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりあり。
４　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。
５　褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。
６　黒色土　　　炭化物多量、焼土微量。しまりあり。
７　褐色土　　　ロームブロック多量、ローム粒子少量。しまりあり。
８　黒褐色土　　ローム粒子少量、炭化物粒子・焼土粒子若干。しまりあり。
９　褐色土　　　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
10　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。（貼床）
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̢区 SI-27（第 302図、第174・187表、図版八七 ・ 八八 ・ 一四ʓ）　

　Ґஔ　２区北東部にあたるＣ・Ｄ -13・14 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　

方形基調の竪穴建物の北西隅から南東隅にかけての範囲を確認した。確認した範囲から推定すると１辺９ｍ

ほどの大型の竪穴建物であったと考えられる。壁は遺存状況の良い部分で 50 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　

Ｎ -20° - Ｅ　෴　床面直上から焼土や少し浮いた状態で炭化材が確認されており、廃絶時に火災によって

焼失したものと考えられる。また壁際に地山由来の褐色土層が厚く堆積しており、上屋の焼失後に周提帯な

どの土を埋め戻した層と考えられる。　চ໘　貼床等は認められず、地山であるローム層をそのまま床面と

しており、上面は平坦となっている。また壁に沿って幅 20～ 30 ㎝、深さ 10 ～ 30 ㎝ほどの壁溝が巡って

いる。　ப݀　北側と南側にそれぞれ１基ずつ確認された。方形の竪穴の対角線上に位置しており、柱穴

の可能性が高い。P1は直径 40㎝ほどの円形で、深さは 66㎝である。P2は南北方向に長い楕円形で長軸 45

㎝、短軸 35㎝、深さ 84㎝である。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　土師器坏１点、埦１点、坩

1点を図示した。このほかに土師器坏 29点 212.39 ｇ、壺１点 52.78 ｇ、甑 78.68 ｇ、甕 133 点 1512.81 ｇ、

須恵器坏２点 19.08 ｇ、甕３点 47.04 ｇが出土している。なお、出土した炭化材は樹種同定の結果、コナラ

属アカガシ亜属である。　６　ظ࣌世紀前葉。

̢区 SI-28（第 303図、第174・188 表、図版八八 ・ 一四ʓ）　

　Ґஔ　２区中央部にあたるＤ・Ｅ -15 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形

を基調した竪穴建物の北東隅から南壁中央にかけての範囲を確認した。確認された範囲から推定すると一辺

７ｍ前後とみられる。壁は遺存状況の良い部分で 25㎝ほどである。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　竪穴の大部

分は流入土とみられる黒色系の土で覆われており、壁際にのみ崩落土とみられる地山由来の土が堆積してい

る。　চ໘　貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としている。また壁に沿って幅 25～ 50 ㎝、

深さ 10 ㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀　合計 10 基確認された。このうち位置関係などから P1・２

が主柱穴の可能性がある。P1は複数回掘り返された痕跡がみられる事から、建て替えなどが考えられる。P1

は不整形。P2・3は楕円形か。P4・8は楕円形。P5 ～ 7・9・10 は円形である。P1 は長軸 92 ㎝、短軸 90

㎝、深さ 23㎝。P2は長軸 96㎝、短軸 40㎝以上、深さ 34㎝。P3は長軸 90㎝、短軸 40㎝以上、深さ 20
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SI-28
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
３　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。
４　黒褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。
５　褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。
６　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
７　褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりやや欠ける。
８　暗褐色土　　ローム粒子少量。しまりあり。
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第 3章　小泉分校裏遺跡

̢区 SI-31（第 304・305図、第174・189 表、図版八八 ・ 八九）　

　Ґஔ　２区南東隅にあたるＥ -16グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-32 と重複しており、本遺構が古い。

㎝。P4は長軸 46㎝、短軸 36㎝、深さ 21㎝。P5は直径 34㎝、深さ 19㎝。P6は直径 30㎝、深さ 41㎝。

P7 は直径 28 ㎝、深さ 27㎝。P8 は長軸 50 ㎝、短軸 40㎝、深さ 34㎝。P9 は長軸 84 ㎝、短軸 74㎝、深

さ 30㎝。P10 は直径 40㎝、深さ 31㎝である。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　土師器坏５点、

甕３点、須恵器坏２点、高坏か１点を図示した。土師器の坏のうち４点は漆仕上げが施されている。このほ

かに土師器坏 22点 205.26 ｇ、高坏１点 8.59 ｇ、鉢５点 155.41 ｇ、壺１点 29.9 ｇ、甑１点 31.64 ｇ、甕

154 点 2025.31 ｇ、須恵器坏９点 98.86 ｇ、蓋１点 14.35 ｇ、鉢１点 80.64 ｇ、壺４点 64.29 ｇが出土し

ている。　６　ظ࣌世紀後葉。

C-1C-2

調査区外

SI-31

SK-32

調査区外

23
4

7
5

1

6

SK-32

7

SI-31
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量、焼土粒子・炭化物
　　　　　　　　粒子微量。しまりあり。
３　黒褐色土　　ローム粒子少量、ロームブロック微量。しまりあり。
４　暗褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。しまりあり。
５　暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量、炭化物少量。
６　褐色土　　　ローム粒子多量、焼土少量、ブロック状に入る。
７　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。（壁溝）
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　ฏ໘ܗঢ়ɾن　2/3程度が調査区外であるが、方形基調の竪穴建物の西側部分を確認した。東西1.9ｍ以上、

南北４ｍ、壁は遺存状況の良い部分で 15 ～ 20 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｗ　෴　６層確認

された。このうち床面上に堆積する４・５層は、炭化材や地山由来のロームブロックを多く含んでおり、一

部は焼土化している。　চ໘　確認された範囲では貼床等は確認できず、地山であるローム層を床面として

いる。部分的に床面が焼けている箇所が認められた。床面上には炭化材も確認できることから、廃絶時に火

災によって焼失した可能性が考えられる。また壁に沿って幅 20～ 25㎝、深さ５㎝未満の壁溝が巡っている。

　ப݀ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　土師器坏１点、鉢か１点図示した。このほかに土師器

坏５点 37.6 ｇ、甕 16 点 212.33 ｇ、須恵器坏２点 30.22 ｇ、蓋１点 12.65 ｇが出土している。　６　ظ࣌

世紀後葉。

̢区 SI-34（第 306図、第174表、図版八九）　

　Ґஔ　４区北西部にあたる G-19 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調

とした竪穴建物の南西隅部分を確認した。東西 1.3m以上、南北 1.9m以上、壁は５㎝未満と遺存状況が非常

に悪い。　ओ࣠ํ　N-0°　෴　遺存状況が極めて悪く不明瞭な部分が多いが、床面を覆う褐色土と壁溝

に堆積する暗黄褐色土には、地山由来のロームブロックが多量に含まれている。　চ໘　また壁に沿って幅

15～ 20 ㎝、深さ 8㎝ほどの壁溝が巡っている。　ப݀ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　出土

していない。　ظ࣌　不明。

調査区外SI-34

23

4

1

A A'

A A'
SI-34
１　表土　　　　耕作土
２　暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子若干。しまりあり。（耕作土）
３　褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
４　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。
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̢区 SI-36B・C（第 307・308 図、第174・190 表、図版八九 ・ 九ʓ ・ 一四ʓ ・ 一五ʓ）　

　Ґஔ　３区中央部にあたる F-17 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-36a が新しく、SI-36b が古い。　

ฏ໘ܗঢ়ɾن　方形を基調とした竪穴建物とみられる。規模が判明している SI-36a は南北で 5.1 ｍ、壁は

遺存状況の良い部分で 60㎝ほどである。SI-36b は南北 6m、深さ 60㎝である。　ओ࣠ํ　a・bとも N-0

°　෴　aの大部分は黒色系の土で覆われている。ただし床面上に堆積する土には炭化材が含まれており、

床面にも部分的に焼土化範囲がみられる事から、火災によって焼失した可能性がある。bは床面から 30㎝ほ

どの高さまで地山に近似した褐色土が堆積している。　চ໘　aは北壁側の幅 80㎝ほどの範囲で地山由来の

ロームブロックを多量に含む土で貼床が施されていた。その他の範囲は地山であるローム層を床面としてい

た。壁に沿って幅 20～ 30 ㎝、深さ５㎝未満の壁溝が掘られている。ｂは地山であるローム層を床面として

1 2

3

4

5

A A'

P5

P6

P7

P2P3
P4

P1

調査区外SI-36a SI-36b

SI-36b 調査区外

A A'SI-36a SI-36b

2
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1

3
4

11

5
9 10

11
6

7
4

2

5

3

19

18

C

9～15

7 8

6・9～15

17

2 5
3 17 19 18

6・9～15

SI-36a・b
１　表土　　　　耕作土
２　黒色土　　　ローム粒子若干。しまりあり。
３　黒褐色土　　ローム粒子・焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
４　黒色土　　　炭化物多量、焼土少量。しまりあり。
５　暗褐色土　　ローム粒子少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
６　暗黄褐色土　ローム粒子多量、ロームブロック少量。（壁溝）

７ 褐色土　　　ロームブロック多量、ローム粒子少量。（掘方埋土）
８ 暗褐色土　　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。
９ 褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック少量、焼土粒子・
 　　　　　　炭化物粒子若干。しまりあり。
10 黒褐色土　　炭化物少量、ローム粒子微量。しまりあり。
11 黒褐色土　　焼土少量、炭化物若干。しまりあり。（壁溝）
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いた。壁に沿って幅 20～ 30 ㎝、深さ５㎝未満の壁溝が掘られている。　ப݀　aに伴う柱穴は４基確認

された。P1は楕円形で、長軸 60㎝、短軸 53㎝、深さは 68㎝。P2は楕円形で長軸 36㎝、短軸 30㎝、深

さ 67 ㎝。P3 は円形で直径 26 ㎝、深さ 37 ㎝。P4 は楕円形で長軸 38 ㎝、短軸 28 ㎝、深さ 29 ㎝である。

ｂは３基認められた。P5は東西方向に長い楕円形で長軸 68㎝、短軸 38㎝、深さ 60㎝である。柱穴の可能

性があり、抜き取り痕と考えられる痕跡も確認できる。P6は円形で直径 20㎝、深さ 33㎝である。P7は a

に切られていることから、bに伴うと判断した。長軸 24㎝以上、短軸 22㎝以上、深さ 36㎝の楕円形と考

えられる。　ΧϚυ　SI-36a・SI-36b どちらにも確認されていない。　ग़Ҩ　aは土師器埦１点、甕１点、

須恵器高坏１点、甕１点、砥石と推測されるもの１点、鉄製品 12点、ｂは土師器坏１点、甕１点を図示した。

６～ 15は鉄鏃で、まとまって出土している。16は飾金具、17は鎌である。このほかに土師器坏 13点 88ｇ、

鉢８点 198.69 ｇ、壺１点 29.89 ｇ、甕 235 点 3486.41 ｇ、須恵器鉢４点 41.41 ｇ、甕３点 40.8 ｇ、手捏

ね１点 4.5g が出土している。　ظ࣌　SI-36a は 7世紀前葉、SI-36b は６世紀後葉か。

SI-36a

SI-36b

6

7 8
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竪穴ܗํ　２

　M-2 区の谷へ向かう台地の落ち際で 3基がまとまって確認されている。古代の竪穴建物跡よりも小型であ

るものを方形竪穴とした。

̢区 SK-29（第 309図、第191表、図版九ʓ）　

　Ґஔ　２区南東部にあたるＥ -15・16 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-30 と重複しており、本遺構

が新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側が調査区外であるが、隅丸方形とみられる。東西 1.4 ｍ以上、南北 1.8 ｍ

と比較的小型の竪穴である。壁は遺存状況の良い部分で 10㎝未満である。　ओ࣠ํ　Ｎ -5° - Ｅ　෴　

大部分を覆っている黒褐色土と、地山由来のロームブロックを多量に含む暗褐色土が堆積している。　চ໘

　確認できた範囲では貼床等は認められず、地山であるローム層を床面としている。　ப݀　３基確認した。

P1は楕円形で、長軸 24㎝、短軸 18㎝、深さ 18㎝、P2は楕円形で、長軸 32㎝、短軸 16㎝、深さ 14㎝、

P3は長軸 52㎝、短軸 33㎝、深さ 26㎝ほどの楕円形である。具体的な機能等は不明で、遺構に伴わない可

能性もあり、P3は SK-30 に伴う可能性も考えられる。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　図示でき

る遺物はないが、土師器坏２点 4.01 ｇ、甕 19点 100.79 ｇ、須恵器坏１点 8.09 ｇが出土している。流れ込

みと考えられる。　ظ࣌　形状や規模から中近世の可能性が高い。

̢区 SK-30（第 309図、第191・192 表、図版九ʓ）　

　Ґஔ　２区南東部にあたる、Ｅ -15・16 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-29 と重複しており、本遺

構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　西側が調査区外であるが、方形を基調としているとみられる。東西 1.8 ｍ以上、

南北 2.1 ｍと比較的小型の竪穴である。壁は遺存状況の良い部分で 15㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -15°

- Ｅ　෴　地山由来のロームブロックを多量に含む暗黄褐色土と、白色粒子を微量に含んだ黒褐色土が堆

積している。　চ໘　確認できた範囲では貼床等は施されておらず、地山であるローム層を床面としている。

　ப݀ɾΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ　須恵器坏１点を図示した。底部に「－」とみられる刻

書がある。このほかに土師器甕 22点 141.9 ｇ、須恵器坏２点 11.13 ｇが出土している。流れ込みと考えら

れる。　ظ࣌　形状や規模から中近世の可能性が高い。　

1調査区外

SK-29
SK-30
P1P2

P3

SK-29 SK-30

SK-30

2 3 4 5
1

A A'

A A'

SK-29・30
１　表土　　　　耕作土
２　黒褐色土　　ローム粒子少量、粘土粒子微量。しまりあり。
３　暗褐色土　　粘土粒子多量、ローム粒子・粘土ブロック少量。しまりあり。
４　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量、粘土粒子少量。しまりあり。
５　黒褐色土　　ローム粒子少量、白色粒子微量。しまりあり。
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第 3章　小泉分校裏遺跡

̢区 SK-32（第 310 図、第191・193 表、図版八八 ・ 九ʓ）　

　Ґஔ　２区南東隅にあたる、Ｅ -16 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-31 と重複しており、本遺構が

新しい。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東隅が調査区外であるが、方形とみられる。東西２ｍ、南北 2.1 ｍ、壁は遺

存状況の良い部分で 25 ～ 30 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　෴　自然堆積土とみられる暗褐

色土と黒褐色土が堆積している。　চ໘　確認された範囲では、貼床等は確認できず、地山であるローム層

を床面としていた。ただし一部床面上に粘土が付着する範囲が認められており、床の造成に関連する可能性

も考えられる。　ப݀　壁際に直径 40㎝ほどの小穴が存在する。　ΧϚυ　確認されていない。　ग़Ҩ

　須恵器坏 1点、高坏１点を図示した。１は刻書「－」がみられる。このほかに土師器坏８点 31.78 ｇ、

甕 27点 337.94 ｇ、須恵器坏 12点 49.67 ｇ、蓋１点 12.02 ｇ、甕２点 23.4g が出土している。9世紀前葉

の土器が混入するが、流れ込みと考えられる。　ظ࣌　中世か。

1
2

調査区外 SK-32

SI-31

調査区外

P1

2 3

1

SI-31

A A'

A A'

SK-32
１　表土　　　耕作土
２　暗褐色土　ローム粒子・粘土少量。しまりあり。
３　黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
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３　溝

　H区の南、G区の東に位置し、台地上から落ち際に立地する。水路部分のため、幅約 2mのトレンチ状の調

査区である。溝はM-1・4・6・7・9区で６条が確認されている。SD-17・33 は東西方向、傾斜に対し直向、

SD-7・11・23・37 は南北方向、傾斜に対し平行する。

̢区 SD- ７（第311・312図、第194・195 表、図版九ʓ）

　Ґஔ　９区中央部にあたる R-33・34 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　重複する遺構はないが、一部で

トレンチャーによる攪乱を受けている。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東－南西方向に直線的に 1.9m 以上延びてい

るとみられる。幅は 4.1m、深さは 69 ㎝と、大形の溝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -45° - Ｅ　෴　上層には

焼土粒子や炭化物を含む黒褐色土や暗褐色土が堆積し、底面には地山由来とみられるロームブロックを多量

に含む褐色土が堆積していた。なお底面付近ではラミナ状の堆積が認められた。　ఈ໘　底面は鹿沼軽石層

中に作られている。丸みを帯びており、壁は段を持ち緩やかに立ち上がっている。　ग़Ҩ　須恵器甕１

点、瓦１点を図示した。底面から出土している。このほかに土師器甑１点 4.53 ｇ、壺２点 6.27 ｇ、甕 16点

147.32 ｇ、須恵器坏４点 21.33 ｇ、甕７点 154.45g、不明鉄製品が出土している。　ظ࣌　不明。

̢区 SD-11（第 311図、第194表、図版八五）

　Ґஔ　７区中央部にあたるM-27グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-12と重複しており、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に直線的に 2.56m以上延びているとみられる。幅は最大 0.95m、深さは 11 ～

14 ㎝と浅い。　ओ࣠ํ　Ｎ -17° - Ｅ　෴　地山由来のロームブロックを多量に含む褐色土が堆積して

いる。地山とほぼ同質な土であることから、人為的な埋め戻しである可能性がある。　ఈ໘　ローム層中に

つくられ、平坦となっている。壁は底面よりほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌

　6世紀後葉以降。

̢区 SD-17（第 311図、第194表、図版九一）

　Ґஔ　１区北西隅でＨ区と接続する部分あたる、Ａ -9・10 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　H区 SI-54

と重複し、本遺構が古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に直線的に 3m以上延びているとみられる。確認で

きた範囲で、幅 0.65m、深さ 10㎝前後である。　ओ࣠ํ　Ｎ -70° - Ｗ　෴　流入土とみられる黒褐色

土と壁の崩落土とみられる褐色土が堆積している。　ఈ໘　底面は幅狭く丸みを帯びており、壁は非常に緩

やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　H区SI-54より古いため、６世紀後葉以前か。

遺ߏ൪߸ 区 Ґஔ ओ࣠ํ ঢ়ܗ ͞�
ʢNʣ

෯�
ʢNʣ

ਂ͞�
ʢNʣ அ໘ܗ ग़土�

遺物 ॏෳؔ

4%�� � 3���ŋ�� /���˃ �& ઢঢ়͔ <1.��> �.1� �.�� 7 ঢ়ࣈ ༗

4%�11 � .��� /�1�˃ �& ઢঢ়͔ <�.��> �.�� �.11 ～ �.1� ܗٯ ແ 4*�1� ΑΓ৽

4%�1� 1 "��ŋ1� /���˃ �8 ઢঢ়͔ <�.��> �.�� �.1� ܗٯ ແ )区 4*��� ΑΓ古

4%��� 1 #�11 /�1�˃ �& ઢঢ়͔ <�.��> �.�� ～ 1.�� �.�� 6 ঢ়ࣈ ༗

4%��� � )��� /���˃ �8 ઢঢ়͔ <�.��> �.�� �.�� 7 ঢ়ࣈ ༗

4%��� � ,��� /���˃ �& ઢঢ়͔ <�.��> �.�� ～ �.�� �.�� ～ �.1� ܗٯ ༗

第 1�� ද　.۠ܭߔ�ଌද



－ 396 －

第 3章　小泉分校裏遺跡

H区SI-54

H区SI-8

SD-7

SD-17

SD-23

SD-33

SD-37

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

調査区外

SD-11

SI-12

調査区外

調査区外

A A'

A A'

A A'

A A'

A A'

A A'

2

1

2
2 2 2 2

2
2

2
3 3 3 3

4
3 3

3

KP KP
44

2

3

撹乱

A A'
84.70m

1

2
A A'

76.40m

1

2

A A'
77.10m

1
23

4

6
5

A A'
78.40m

1
2

A A'
82.10m

2
1

SI-12 SI-12

A A'
83.80m

2
SD-7
１　表土　　　耕作土
２　黒褐色土　ローム粒子微量、焼土粒子・炭化物粒子微量。しまりあり。
３　暗褐色土　ローム粒子・炭化粒子少量、焼土粒子微量。しまりあり。
４　褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック少量。ラミナ状堆積。しまりあり。

SD-11
１　表土　　耕作土
２　褐色土　ロームブロック多量、ローム粒子少量。
　　　　　　しまりやや欠ける。

SD-17
１　黒褐色土　　ローム粒子微量。しまりやや欠ける。
２　褐色土　　　ローム粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　　少量。しまりあり。

SD-23
１　黒褐色土　　ローム粒子微量。しまりあり。
２　暗黄褐色土　ロームブロック多量。しまりあり。

SD-33
１　黒褐色土　ローム粒子少量、炭化物粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。
２　褐色土　　ローム粒子多量、ロームブロック
　　　　　　　微量。しまりあり。
３　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。
４　黒褐色土　ローム粒子少量、白色粒子微量。
　　　　　　　しまりあり。
５　暗褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。
６　黒色土　　ローム粒子微量。しまりあり。

SD-37
１　表土　　　耕作土
２　黒褐色土　ローム粒子少量。しまりあり。
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̢区 SD-23（第 311・312図、第194・195 表、図版九一）

　Ґஔ　１区中央部やや南東寄りにあたるＢ -11 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　南北方向に直線的に 3m以上延びているとみられる。確認できた範囲で、幅 0.9 ～ 1.0m、深さ 35 ㎝ほ

どである。　ओ࣠ํ　Ｎ -10° - Ｅ　෴　流入土とみられる黒褐色土と、壁の崩落土とみられる暗黄褐色

土が堆積している。　ఈ໘　地山であるローム層中に作られており、丸みを帯びている。壁は急斜度で立ち

上がっている。底面・壁ともに凹凸が目立つ。　ग़Ҩ　土師器坏１点を図示した。このほかに土師器坏

２点 4.48 ｇ、甑１点 27.97 ｇ、甕 18点 180.18 ｇ、須恵器坏２点 7.7 ｇ、甕２点 35.04 ｇが出土している。

流れ込みの可能性も考えられる。　ظ࣌　不明。

̢区 SD-33（第 311・312図、第194・195 表、図版九一）

　Ґஔ　４区中央部にあたるＨ -20 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向

に直線的に 2.5m 以上延びているとみられる。確認できた範囲で幅 2.3m、深さ 62 ㎝である。　ओ࣠ํ　

Ｎ -80° - Ｗ　෴　北側立ち上がり部分以外は、黒色系の流入土で構成される。　ఈ໘　底面は地山である

鹿沼軽石層中に作られている。底面は丸みを帯びており、壁は南側では急斜度で立ち上がり、北側は広い段

を有して緩やかに立ち上がっている。　ग़Ҩ　須恵器甕４点を図示した。このほかに土師器坏７点31.07

ｇ、高坏１点 15.96 ｇ、甕 19点 206.47 ｇ、須恵器坏４点 35.54 ｇ、蓋１点 11.11 ｇ、壺１点 6.87 ｇ、甕

７点 180.99 ｇが出土している。　ظ࣌　流れ込みの可能性も考えられるが、古墳時代後期以降か。

̢区 SD-37（第 311図、第194表、図版九一）

　Ґஔ　６区中央部やや北西寄りにあたる、Ｋ -24 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾ

　北東ن - 南西方向に直線的に 2.08m以上延びているとみられる。確認できた範囲で幅 85～ 95 ㎝、深さ

1

2

3

4 5

6 7

SD-23SD-7

SD-33
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４　土坑

　্ʹཱ͢Δɻ̔基͕֬ೝ͞Εͨɻ

̢区 SK- １（第313図、第196 表、図版八四）

　Ґஔ　９区中央部やや南東寄りにあたるＵ -37 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن

　大部分が調査区外のため詳細は不明であるが、楕円形または隅丸方形とみられる。確認できた範囲で長

軸 90㎝以上、短軸 60㎝以上、深さ 45㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　上面を覆う黒褐色土と、底

面を覆うローム粒子を多量に含んだ暗褐色土の２層を確認した。　ఈ໘　平坦となっており、壁は急斜度で

立ち上がっている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。

8～ 18 ㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ -30° - Ｅ　෴　黒褐色土が堆積している。　ఈ໘　底面は比較的

平坦となっており、壁は緩やかな立ち上がりを示す。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。
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̢区 SK-14（第 313図、第196 表、図版八五 ・ 九一）

　Ґஔ　７区中央部にあたるL-27グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SI-13と重複しており、本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　大部分が調査区外であるが、隅丸方形とみられる。東西 155 ㎝、南北 110 ㎝以上、深さ

36㎝である。　ओ࣠ํ　不明。　෴　地山由来の褐色土が底面を覆い、自然流入土とみられる暗褐色土

が上部を覆っている。　ఈ໘　底面はローム層中に作られており、平坦となっている。壁は垂直または一部オー

バーハングして立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。　7　ظ࣌世紀前葉以降。

̢区 SK-16（第 313・314図、第196・197表）

　Ґஔ　９区中央部北西寄りにあたるQ-32 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東

西方向に長いやや不整な楕円形で、長軸 60㎝、短軸 42㎝、深さは最大で 51㎝ほどである。　ओ࣠ํ　

N-80° -E　෴　不明。　ఈ໘　段を持つ。　ग़Ҩ　底面付近から瓦片が出土している。須恵器高台付

坏１点、瓦１点を図示した。このほかに須恵器坏１点 3.02g が出土している。　ظ࣌　不明。

̢区 SK-18（第 313図、第196 表）

　Ґஔ　１区中央部にあたる A-10 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に

わずかに長い隅丸方形で、長軸 85㎝、短軸 75㎝、深さ 27㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -15° - Ｅ　෴　流

入土とみられる暗褐色土と、壁の崩落土とみられる暗黄褐色土が堆積している。　ఈ໘　丸みを帯びており、

壁は緩やかに立ち上がっている。　ग़Ҩ　出土していない。　ظ࣌　不明。　

̢区 SK-19（第 313図、第196 表）

　Ґஔ　１区中央部にあたるA-10グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-20と重複しており本遺構が新しい。

　ฏ໘ܗঢ়ɾن　南北方向に長い長方形で、長軸 165 ㎝、短軸 85㎝、深さ 30㎝ほどである。　ओ࣠ํ

　Ｎ -10° - Ｅ　෴　地山由来のロームブロックを多量に含んだ斑黒褐色土が堆積している。　ఈ໘　ロー

ム層中につくられ、平坦となっている。壁は底面からほぼ垂直に立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。

。不明　ظ࣌　

̢区 SK-20（第 313図、第196 表）

　Ґஔ　１区中央部にあたる A-10・11 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　SK-19 と重複しており、本遺構が

古い。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　北東隅が調査区外であるが、南北方向に長い長方形である。長軸 270 ㎝以上、短

軸97㎝、深さ10㎝ほどである。　ओ࣠ํ　Ｎ-10°-Ｅ　෴　流入土とみられる暗褐色土が堆積している。

　ఈ໘　ローム層中に作られ、平坦となっている。壁は垂直に立ち上がっている。　ग़Ҩ　出土してい

ない。　ظ࣌　不明。

̢区 SK-22（第 313図、第196 表）

　Ґஔ　９区中央部にあたる R-33 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西方向に

長い楕円形で、長軸 70㎝、短軸 55㎝、深さ 22㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -84° - Ｅ　෴　不明。　ఈ໘

　ローム層中につくられており、平坦となっている。壁は斜めに立ち上がる。　ग़Ҩ　出土していない。

。不明　ظ࣌　
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̢区 SK-35（第 313図、第196 表、図版八九）

　Ґஔ　４区北西隅にあたる G-18・19 グリッドに位置する。　ॏෳؔ　なし。　ฏ໘ܗঢ়ɾن　東西

方向に長い不整な楕円形である。長軸 95㎝、短軸 60㎝、深さ 24㎝である。　ओ࣠ํ　Ｎ -80° - Ｗ　෴

　焼土粒子が混入した暗褐色土と、ロームブロックを多量に含む褐色土で構成される。　ఈ໘　やや凹凸

が認められ、東側が１段深く掘り込まれている。　ग़Ҩ　図示できる遺物はないが、須恵器坏２点 6.99

ｇが出土している。　ظ࣌　不明。　
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SK-1
１　表土　　　耕作土
２　黒褐色土　ローム粒子少量、白色粒子・炭化物
　　　　　　　微量。しまりあり。
３　暗褐色土　ローム粒子多量、炭化物若干。しま
　　　　　　　りあり。

SK-14
１　表土　　　耕作土
２　暗褐色土　ローム粒子少量、炭化物粒子若干。
　　　　　　　しまりあり。
３　褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。
　　　　　　　しまりあり。

SK-18
１　暗褐色土　　ローム粒子少量。しまりあり。
２　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。
　　　　　　　　しまりあり。

SK-19・20
１　斑黒褐色土　ローム粒子・ロームブロック
　　　　　　　　（1㎝大）多量。しまりやや欠け
　　　　　　　　る。
２　暗褐色土　　ローム粒子少量、炭化物粒子微
　　　　　　　　量。しまりあり。

SK-35
１　暗褐色土　ローム粒子多量、焼土粒子少量、
　　　　　　　炭化物粒子微量。しまりあり。
２　褐色土　　ローム粒子・ロームブロック多量。
　　　　　　　しまりあり。
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５　ピット　

　Ｍ区では 22基のピットが台地上M-1・2・9区から確認されている。計測表にまとめる。遺物は出土して

いない。掘立柱建物跡や柵列（P-49・50・53・60 や P-51・52・54 など）の可能性も推測される。

1

2

� ��DN�ɿ�

第 �1� 図　.۠ 4,�1� ग़Ҩ࣮ଌ図
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出土 
状態 注記 産地・備考

314 1 須恵器 
高台付坏

口径　- 
底径（13.4） 
器高［3.4］
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内面 10YR4/2 
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砂粒少量 良好 外面 自然釉付着 高台貼付 体部一部
､底部～
高台 1/12
残存

覆土中 M区 SK-16 
フク土

益子産か

314 2 女瓦

厚　2.2 
重　734.92

外面 5Y5/1 
灰 
内面 5Y6/2 
灰オリーブ
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P-56
１　黒色土　　　ローム粒子微量。しまりやや欠ける。
２　暗黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック多量。しまりあり。

P-57
１　表土　　　耕作土
２　黒褐色土　ロームブロック少量。しまりあり。
３　暗褐色土　ローム粒子・ロームブロック少量。しまりあり。
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小泉分校裏遺跡・本沼大塚遺跡
－農地整備事業（経営体育成型）小泉・本沼地区における埋蔵文化財発掘調査－
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