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಄ਤ൛ר 1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

̖・̗地区શܠ（北から）



಄ਤ൛ר �ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）調査地શܠ（̖～̘地区、北から）

（2）調査地શܠ（̖～̘地区、西北西から）
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（1）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22શܠ（上が南）



಄ਤ൛ר �ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

̗地区̨̙22護岸ࡐ検出ঢ়گ（東から）
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（1）̗ 地区̨̙22શܠ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）
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（1）̗ 地区̨̙22断面３大形護岸̚ࡐ南෦断ちׂり（東から）

（2）̗ 地区̨̙22断面３大形護岸̚ࡐ北෦断ちׂりʻ種子層ʼ（東から）
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公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センターは、ত和56年４月に設ཱされ

てҎ来、37年間にわたって京都府内の各地域に所在する埋蔵文化財の発掘調査を

。してまいりましたࢪ࣮

これらの調査成Ռを広く府ຽのօ༷ํにおえし、զ々のઌのาんできた跡

を多くのํ々にっていただくようめることがだと考えております。

ຊ書は、平成24年から26年に西日ຊ高道路株式会社のґཔをड͚て࣮ࢪ

した、城陽市下水主遺跡の発掘調査報告を収録したものです。ຊ書をֶज़研究の

͝、ྉとして、また、地域のྺ史や埋蔵文化財の関৺と理ղをਂめるためにࢿ

。いです用いただ͚れば׆

発掘調査をґཔされた西日ຊ高道路株式会社をはじめ、城陽市教ҭҕһ会な

どの各関係機関、ならͼに調査に͝ࢀ加、͝ྗڠいただきました多くのօ༷にް

くおྱਃし上͛ます。

平成３÷年３月

公益財団法人　京都府埋蔵文化財調査研究センター

理 事 長　　井 上 ຬ 郎
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１ɽຊ書に収めた報告は下記のとおりである。

　新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡

　　下水主遺跡第１・４・６次

̎ɽ遺跡の所在地、調査期間、経අෛ୲者ٴͼ報告の執ච者は下දのとおりである。
遺　跡　名 所　在　地 調査期間 経අෛ୲者 執ච者

下水主遺跡第１・４・
６次

京都府城陽市水主大将
軍・倉貝・宮馬場、寺
田金尾・今橋

平成24年̑月21日～
平成25年３月̔日、
平成25年４月22日～
平成26年̎月27日、
平成26年４月22日～
平成27年̎月27日

西日ຊ高道路株
式会社関西ࢧ社

筒井崇史・
高野陽子・
関広尚世・
福山博章・
黒坪一樹・
増田富士雄
ほか

３ɽ上記１事̎ۀ遺跡ともຊ෦事所（向日市寺戸町）ٴͼ新名ਆ城陽事所（城陽市寺田金尾・

大൞）で理・報告ۀ࡞を࣮ࢪした。なお、ຊ෦での理・報告ۀ࡞にͭいては、ݱ地୲

者のࢦ示のもと調査՝اը調係がྗڠして࣮ࢪした。

４ɽຊ書で使用している࠲ඪは、原ଇとして世界測地系ࠃ土࠲ඪ第ᶜ࠲ඪ系によっており、ํ

Ґは࠲ඪの北をさす。なお、ݱ地調査ٴͼաڈの調査との߹性のため日ຊ測地系を使用し

ている場߹もある。また、ࠃ土地理Ӄ発行地形ਤのํҐは経の北をさす。

̑ɽ土層断面の土৭や出土遺物の৭調は、林水産ল林水産ٕज़会ٞ事ہ修のʰ新൛

ඪ४土৭ʱを使用した。

６ɽຊ書の編集は、調査՝୲者の編集原Ҋをもとに、調査՝اը調係が行った。

̓ɽݱ場ࣸਅは主として調査୲者がࡱӨし、遺物ࡱӨは、調査՝اը調係主査田中জが行

なった。
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第11ਤ ̖～̘地区中層遺構平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------29

第12ਤ ̖地区井戸̨̚112࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------30

第13ਤ ̖地区土坑̨̠197・239・335࣮測ਤ-------------------------------------------------------------------------------32

第14ਤ ̖地区柱穴群࣮測ਤ１ --------------------------------------------------------------------------------------------------------34
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第16ਤ ̖地区溝̨̙349・350࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------36
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第20ਤ ̗地区島畑34・35平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------42

第21ਤ ̗地区土坑̨̠15࣮測ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------43

第22ਤ ̗地区溝̨̙16・土坑̨̠17・19࣮測ਤ -------------------------------------------------------------------------44
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第24ਤ ̗地区下層遺構平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------46
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第27ਤ ̗地区土坑̨̠42・溝̨̙78࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------49

第28ਤ ̗地区̨̙22第１次調査地ஔਤ ------------------------------------------------------------------------------------50

第29ਤ ̗地区̨̙22地区ׂਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------51

第30ਤ ̗地区̨̙22遺物出土ঢ়گਤ --------------------------------------------------------------------------------------------52

第31ਤ ̗地区̨̙22平面ਤٴͼ西น土層断面ਤ -------------------------------------------------------------------------54

第32ਤ ̗地区̨̙22断面１࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------56

第33ਤ ̗地区̨̙22断面࣮̎測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------57

第34ਤ ̗地区̨̙22断面３࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------59

第35ਤ ̗地区̨̙22断面３・南෦土層֦大ਤ -----------------------------------------------------------------------------62

第36ਤ ̗地区̨̙22東น断ちׂり土層断面ਤ -----------------------------------------------------------------------------64

第37ਤ ̗地区̨̙22遺物出土ঢ়ׂگਤ ------------------------------------------------------------------------------------66
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第40ਤ ̗地区̨̙22遺物出土ঢ়گਤ ３ ---------------------------------------------------------------------------------------69

第41ਤ ̗地区̨̙22遺物出土ঢ়گਤ ４ ---------------------------------------------------------------------------------------70

第42ਤ ̗地区̨̙22水੍遺構̨̬55・69࣮測ਤ -------------------------------------------------------------------------71

第43ਤ ̗地区̨̙22水੍遺構̨̬61࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------72

第44ਤ ̗地区̨̙22土坑ঢ়落ちࠐみ̨̭68࣮測ਤ ---------------------------------------------------------------------73

第45ਤ ̗地区̨̙22土器溜まり検出ঢ়گਤ --------------------------------------------------------------------------------73

第46ਤ ̗地区̨̙22　土器溜まり̨̭23・24・29࣮測ਤ ---------------------------------------------------------74
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第48ਤ ̗地区̨̙22　土器溜まり̨̭51土器出土ঢ়گਤ ---------------------------------------------------------76

第49ਤ ̗地区̨̙22　断面３（３ܣ）下層土器出土ঢ়گਤ ---------------------------------------------------------77

第50ਤ ̗地区̨̙22　護岸ࢪ設̨̡70検出ঢ়گਤ ---------------------------------------------------------------------79

第51ਤ ̗地区̨̙22大形護岸࣮ࡐ測ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------80

第52ਤ ̗地区̨̙22土遺構̨̬62࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------82

第53ਤ ̗地区土遺構̨̬71・75土層断面ਤ -----------------------------------------------------------------------------83

第54ਤ ̗地区̨̙22　水੍遺構̨̬63࣮測ਤ -----------------------------------------------------------------------------84
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第55ਤ ̗地区̨̙22　水੍遺構̨̬64࣮測ਤ -----------------------------------------------------------------------------85

第56ਤ ̗地区̨̙22木製品出土ঢ়گਤ ----------------------------------------------------------------------------------------86

第57ਤ ̗地区̨̙22掘ঢ়گਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------87

第58ਤ ̘１区島畑37・38平面ਤ・北น土層断面ਤ ---------------------------------------------------------------------89

第59ਤ ̘̎・３区島畑36・45平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------91
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第62ਤ ̘̎・３区下層遺構平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------94

第63ਤ ̘̎・３区溝̨̙30・31土層断面ਤ --------------------------------------------------------------------------------95
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第72ਤ 出土遺物࣮測ਤ１　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------107

第73ਤ 出土遺物࣮測ਤ̎　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------109

第74ਤ 出土遺物࣮測ਤ３　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------110

第75ਤ 出土遺物࣮測ਤ４　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------111

第76ਤ 出土遺物࣮測ਤ̑　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------112

第77ਤ 出土遺物࣮測ਤ６　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------113

第78ਤ 出土遺物࣮測ਤ̓　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------115

第79ਤ 出土遺物࣮測ਤ̔　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------116

第80ਤ 出土遺物࣮測ਤ̕　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------117

第81ਤ 出土遺物࣮測ਤ10　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------118

第82ਤ 出土遺物࣮測ਤ11　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------120

第83ਤ 出土遺物࣮測ਤ12　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------121
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第87ਤ 出土遺物࣮測ਤ16　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------127

第88ਤ 出土遺物࣮測ਤ17　土器 --------------------------------------------------------------------------------------------------128
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第105ਤ 出土遺物࣮測ਤ31　木製品 ----------------------------------------------------------------------------------------------158
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 （1）̗ 地区̨̙22શܠ（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）

࣍಄ਤ൛̒ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒ר

 （1）̗ 地区̨̙22断面３大形護岸̚ࡐ南෦断ちׂり（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22断面３大形護岸̚ࡐ北෦断ちׂりʻ種子層 （̓東から） 

Լਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

ਤ൛第１ 調査地શܠ（̖～̘地区、北西から）

ਤ൛第̎ 調査地શܠ（̖～̘地区、南西から）
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ਤ൛第３ （1）̖ ・̗地区શܠ（北から）

 （2）̖ ・̗地区શܠ（西から）

ਤ൛第４ （1）̗ 地区શܠ（西から）

 （2）̗ 地区શܠ（上が南）

ਤ൛第̑ （1）̖ 地区上層遺構શܠ（北から）

 （2）̖ 地区中層遺構面遺構検出ঢ়گ（北から）

ਤ൛第６ （1）̖ 地区島畑31護岸杭ྻ検出ঢ়گ（南西から）

 （2）̖ 地区島畑32土層断面（南から）

 （3）̖ 地区調査区西น土層断面（東から）

ਤ൛第̓ （1）̖ 地区中層遺構面（東෦）શܠ（北から）

 （2）̖ 地区中層遺構面（西෦）શܠ（北から）

ਤ൛第̔ （1）̖ 地区中層遺構面શܠ（北から）

 （2）̖ 地区中層遺構面中ԝ෦柱穴検出ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第̕ （1）̖ 地区中層遺構面北東෦柱穴掘ঢ়گ（北西から）

 （2）̖ 地区中層遺構面中ԝ෦柱穴掘ঢ়گ（東から）

ਤ൛第10 （1）̖ 地区中層遺構面北西෦柱穴掘ঢ়گ（北西から）

 （2）̖ 地区中層遺構面北東෦柱穴掘ঢ়گ（北西から）

 （3）̖ 地区中層遺構面中ԝ෦柱穴掘ঢ়گ（北東から）

ਤ൛第11 （1）̖ 地区土坑̨̠239શܠ（西から）

 （2）̖ 地区土坑̨̠235遺物出土ঢ়گ（北西から）

 （3）̖ 地区土坑̨̠197掘削ۀ࡞

ਤ൛第12 （1）̖ 地区土坑̨̠197શܠ（南西から）

 （2）̖ 地区土坑̨̠335上層遺物出土ঢ়گ（東から）

 （3）̖ 地区土坑̨̠335下層遺物出土ঢ়گ（東から）

ਤ൛第13 （1）̖ 地区井戸̨̚112上層遺物出土ঢ়گ（北東から）

 （2）̖ 地区井戸̨̚112下層遺物出土ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第14 （1）̖ 地区井戸̨̚112下層遺物出土ঢ়گ（南東から）

 （2）̖ 地区井戸̨̚112掘ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第15 （1）̖ 地区̨̚112検出ঢ়گ（北東から）

 （2）̖ 地区̨̚112࠷上層掘削ঢ়گ（北東から）

 （3）̖ 地区̨̚112上層土層断面（北西から）

ਤ൛第16 （1）̖ 地区̨̚112上層土層断面（南東から）

 （2）̖ 地区̨̚112上層遺物出土ঢ়گ（南東から）

 （3）̖ 地区̨̚112中層遺物出土ঢ়گ（南西から）

ਤ൛第17 （1）̖ 地区̨̚112中層遺物出土ঢ়گ（南東から）
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 （2）̖ 地区井戸̨̚112下層遺物出土ঢ়گ（北西から）

 （3）̖ 地区井戸̨̚112下層遺物出土ঢ়گ（西から）

ਤ൛第18 （1）̖ 地区井戸̨̚112井戸શܠ（南東から）

 （2）̖ 地区井戸̨̚112井戸෮ݩঢ়گ（南東から）

 （3）̖ 地区井戸̨̚112掘形ፊঢ়گ（南東から）

ਤ൛第19 （1）̖ 地区柱穴̨̥26土層断面（東から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥94土層断面（北から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥317土層断面（西から）

ਤ൛第20 （1）̖ 地区柱穴̨̥150土層断面（西から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥170土層断面（南から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥119土層断面（南から）

ਤ൛第21 （1）̖ 地区柱穴̨̥152土層断面（南から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥166土層断面（東から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥159土層断面（東から）

ਤ൛第22 （1）̖ 地区柱穴̨̥158土層断面（西から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥190土層断面（南から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥156土層断面（東から）

ਤ൛第23 （1）̖ 地区柱穴̨̥195土層断面（西から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥198土層断面（南から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥204土層断面（南から）

ਤ൛第24 （1）̖ 地区柱穴̨̥172土層断面（東から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥232土層断面（西から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥233土層断面（西から）

ਤ൛第25 （1）̖ 地区柱穴̨̥246土層断面（南から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥67土層断面（南から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥103土層断面（南から）

ਤ൛第26 （1）̖ 地区柱穴̨̥126土層断面（東から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥235土層断面（西から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥294土層断面（西から）

ਤ൛第27 （1）̖ 地区柱穴̨̥248土層断面（南から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥250土層断面（南から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥251土層断面（北から）

ਤ൛第28 （1）̖ 地区柱穴̨̥256土層断面（西から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥260土層断面（南から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥300土層断面（南から）
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ਤ൛第29 （1）̖ 地区柱穴̨̥296土層断面（南から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥289土層断面（南から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥319土層断面（南から）

ਤ൛第30 （1）̖ 地区柱穴̨̥309土層断面（北から）

 （2）̖ 地区柱穴̨̥330土層断面（東から）

 （3）̖ 地区柱穴̨̥337土層断面（北から）

ਤ൛第31 （1）̖ 地区ۀ࡞෩ܠશܠ（南東から）

 （2）̖ 地区柱穴掘削ۀ࡞෩ܠ（南東から）

 （3）̖ 地区遺構平面ਤ࡞成ۀ࡞෩ܠ（西から）

ਤ൛第32 （1）̖ 地区溝̨̙349・350શܠ（北西から）

 （2）̖ 地区溝̨̙349・350（東෦）શܠ（北から）

ਤ൛第33 （1）̖ 地区̨̙349・350掘ঢ়گ（南東から）

 （2）̖ 地区̨̙349遺物出土ঢ়گ（北から）

 （3）̖ 地区̨̙349遺物出土ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第34 （1）̖ 地区̨̙349遺物出土ঢ়گ（北東から）

 （2）̖ 地区̨̙350aʵa�土層断面（北西から）

 （3）̖ 地区̨̙350bʵb�土層断面（南東から）

ਤ൛第35 （1）̖ 地区̨̙351શܠ（南東から）

 （2）̖ 地区̨̙351aʵa�土層断面（南東から）

 （3）̖ 地区̨̙351dʵd�土層断面（南東から）

ਤ൛第36 （1）̗ 地区島畑34・35શܠ（南東から）

 （2）̗ 地区島畑34ૉ掘り溝検出ঢ়گ（南から）

ਤ൛第37 （1）̗ 地区東น土層断面（南西から）

 （2）̗ 地区東น土層断面（西から）

ਤ൛第38 （1）̗ 地区島畑35検出ঢ়گ（南から）

 （2）̗ 地区島畑34検出ঢ়گ（南から）

 （3）̗ 地区島畑34護岸検出ঢ়گ（南西から）

ਤ൛第39 （1）̗ 地区溝ঢ়遺構̨̙02土層断面（南から）

 （2）̗ 地区島畑34西岸護岸杭ྻ断面（西から）

 （3）̗ 地区島畑35南෦ૉ掘り溝検出ঢ়گ（南から）

ਤ൛第40 （1）̗ 地区溝̨̙16・土坑̨̠17શܠ（東から）

 （2）̗ 地区中層遺構面શܠ（南から）

ਤ൛第41 （1）̗ 地区土坑̨̠17શܠ（南東から）

 （2）̗ 地区溝̨̙16શܠ（東から）

 （3）̗ 地区土坑̨̠38遺物出土ঢ়گ（東から）
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ਤ൛第42 （1）̗ 地区島畑33土層断面（南東から）

 （2）̗ 地区島畑33土層断面（南から）

 （3）̗ 地区島畑33土層断面（北東から）

ਤ൛第43 （1）̗ 地区下層遺構面શܠ（東から）

 （2）̗ 地区溝̨̙22検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第44 （1）̗ 地区溝̨̙22土層断面（西から）

 （2）̗ 地区土器溜まり̨̭34遺物出土ঢ়گ（東から）

 （3）̗ 地区土坑̨̠49土層断面（東から）

ਤ൛第45 ̗地区̨̙22શܠ（西から）

ਤ൛第46 ̗地区̨̙22護岸ࡐ検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第47 （1）̗ 地区̨̙22શܠ（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）

ਤ൛第48 （1）̗ 地区̨̙22中ԝ෦検出ঢ়گ（北西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦上層 （̓北西から）

ਤ൛第49 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面̎南෦上層 （̓南東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦上層 （̓東から）

ਤ൛第50 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦護岸̙ࡐ検出ঢ়گ （̓西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３中ԝ （̓東から）

ਤ൛第51 （1）̗ 地区̨̙22西น土層断面ʻ北෦ （̓東から）

 （2）̗ 地区̨̙22西น土層断面ʻ南෦ （̓東から）

 （3）̗ 地区̨̙22西น土層断面ʻ南෦ （̓東から）

ਤ൛第52 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦ （̓西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦ݞ෦ （̓西から）

 （3）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦下層 （̓西から）

ਤ൛第53 （1）̗ 地区̨̙22　４区古墳時代中期溝検出ঢ়گ（東から）

　 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３（古墳時代中期）̓（南東から）

ਤ൛第54 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３（古墳時代中期）̓（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３須恵器出土ঢ়گ （̓東から）

ਤ൛第55 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ （̓北東から）

 （2）̗ 地区̨̙22 ４区下層検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第56 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３中ԝ下層（古墳時代前期）̓（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３中ԝ下層（古墳時代前期層Ґෆ߹面）̓（東から）

ਤ൛第57 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦断ちׂり遺物出土ঢ়گ （̓西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭23東෦土器出土ঢ়گ（東から）

 （3）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭23東෦土器出土ঢ়گ（西から）
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ਤ൛第58 （1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭23出土ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭23出土ঢ়گ（上が南）

 （3）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭24出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第59 （1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭25出土ঢ়گ（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭29出土ঢ়گ（東から）

 （3）̗ 地区̨̙22下層土器出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第60 （1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51検出ঢ়گ（北東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51検出ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第61 （1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51検出ঢ়گ（北西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51土器出土ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第62 （1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51検出ঢ়گ（北西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51土器出土ঢ়گ（北西から）

 （3）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51土器出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第63 （1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51上層土器出土ঢ়گ（北から）

 （2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51上層土器出土ঢ়گ（南から）

 （3）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51下層土器出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第64 （1）̗ 地区̨̙22東น断面（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22東น中ԝ断面ʻ水੍遺構̨̬61杭検出ঢ়گ （̓西から）

ਤ൛第65 （1）̗ 地区̨̙22 ４区下層検出ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22 ４区下層検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第66 （1）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬61検出ঢ়گ（南から）

 （2）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬61検出ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第67 （1）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬61東น杭検出ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬61東น断ちׂり（南西から）

 （3）̗ 地区̨̙22東෦検出ঢ়گ（西から）

ਤ൛第68 （1）̗ 地区̨̙22 １区下層検出ঢ়گ（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22 １区下層検出ঢ়گ（西から）

ਤ൛第69 （1）̗ 地区̨̙22 １区護岸̖ࡐ・̙検出ঢ়گ（北西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１北෦ （̓西から）

ਤ൛第70 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面̎ （̓北西から）

 （2）̗ 地区̨̙22 ̎区下層検出ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第71 （1）̗ 地区̨̙22中ԝ南෦検出ঢ়گ（北東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面̎中ԝ （̓東から）

 （3）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面 （̎土層αンϓリンά）̓（南東から）

ਤ൛第72 （1）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬69検出ঢ়گ（東から）
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 （2）̗ 地区̨̙22 １区中ԝ下層検出ঢ়گ（西から）

 （3）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬55検出ঢ়گ（西から）

ਤ൛第73 （1）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬55検出ঢ়گ（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22大形護岸̗ࡐ検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第74 （1）̗ 地区̨̙22 ３区下層遺物出土ঢ়گ（北東から）

 （2）̗ 地区̨̙22 ３区下層遺物出土ঢ়گ（東から）

 （3）̗ 地区̨̙22 ３区下層遺物出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第75 （1）̗ 地区̨̙22 １区下層遺物出土ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22 １区下層土器（ᆵ）出土ঢ়گ（上が西）

 （3）̗ 地区̨̙22 ̎区下層土器（ᙈ）出土ঢ়گ（上が西）

ਤ൛第76 （1）̗ 地区̨̙22 ３区下層土器（ᙈ）出土ঢ়گ（上が南）

 （2）̗ 地区̨̙22 ３区下層土器（ᙈ）出土ঢ়گ（北から）

 （3）̗ 地区̨̙22 ４区下層土器（ᆵ）出土ঢ়گ（北東から）

ਤ൛第77 （1）̗ 地区̨̙22 ３区下層ʻᶜ層ʼ遺物（ᆵ）出土ঢ়گ（北から）

 （2）̗ 地区̨̙22 １区下層遺物（ᙈ）出土ঢ়گ（東から）

 （3）̗ 地区̨̙22 ̎区下層遺物（ᆵ）出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第78 （1）̗ 地区̨̙22 ４区下層ʻᶜ層下層ʼ土器出土ঢ়گ（北西から）

 （2）̗ 地区̨̙22 ４区下層ʻᶜ層下層ʼ遺物（ᙈ）出土ঢ়گ（北東から）

 （3）̗ 地区̨̙22 ４区下層ʻᶜ層下層ʼ遺物（ᙈ）出土ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第79 （1）̨ ̙22̨̭51木製品（టআ͚・舟形木製品）出土ঢ়گ（南から）

 （2）̨ ̙22̨̭51木製品（టআ͚）出土ঢ়گ（南から）

 （3）̨ ̙22̨̭51木製品（舟形木製品）出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第80 （1）̨ ̙22̨̭51木製品（ۂฑຢ܃）出土ঢ়گ（北から）

 （2）̨ ̙22下層木製品（ۂฑຢ܃）出土ঢ়گ（南から）

 （3）̨ ̙22下層木製品（టআ͚）出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第81 （1）̨ ̙22下層木製品（ᓄ）出土ঢ়گ（北から）

 （2）̨ ̙22下層木製品（൫）出土ঢ়گ（北東から）

 （3）̨ ̙22下層木製品（൫）出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第82 （1）̨ ̙22下層木製品（૧）出土ঢ়گ（北から）

 （2）̨ ̙22下層木製品（૧）出土ঢ়گ（南から）

 （3）̨ ̙22下層木製品（Ҝ子٭෦）出土ঢ়گ（西から）

ਤ൛第83 （1）̨ ̙22下層木製品（建ங෦ࡐ）出土ঢ়گ（西から）

 （2）̨ ̙22下層木製品（นࡐ）出土ঢ়گ（北から）

 （3）̨ ̙22下層木製品（ఐ子）出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第84 （1）̨ ̙22下層木製品（൘ࡐ）出土ঢ়گ（北から）
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 （2）̨ ̙22下層木製品（ෆ໌木製品）出土ঢ়گ（北から）

 （3）̨ ̙22下層木製品（ෆ໌木製品）出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第85 （1）̨ ̙22下層木製品（杭）出土ঢ়گ（南西から）

 （2）̨ ̙22下層木製品（杭）出土ঢ়گ（東から）

 （3）̨ ̙22下層木製品（杭）出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第86 （1）̗ 地区̨̙22土坑ঢ়落ちࠐみ̨̭68検出ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22溝ঢ়落ちࠐみ̨̭74検出ঢ়گ（東から）

 （3）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３古墳時代࠷下層 （̓東から）

ਤ൛第87 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ݞ෦ （̓西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３北෦ݞ෦ཱち上がり （̓西から）

 （3）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞（西から）

ਤ൛第88 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦・̨̭52検出ঢ়گ （̓西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ （̓西から）

ਤ൛第89 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦・൙ཞྲྀ路 （̓西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦・൙ཞྲྀ路ଯ積層 （̓西から）

ਤ൛第90 （1）̗ 地区̨̙22શܠ（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３ （̓東から）

ਤ൛第91 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１ （̓西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１北෦ （̓西から）

ਤ൛第92 （1）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）

ਤ൛第93 （1）̗ 地区̨̙22 １区下層検出ঢ়گ（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22 １・̎区下層検出ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第94 （1）̗ 地区̨̙22 １区下層検出ঢ়گ（南から）

 （2）̗ 地区̨̙22 ̎区下層検出ঢ়گ（南から）

ਤ൛第95 （1）̗ 地区̨̙22大形護岸̖ࡐ・̙検出ঢ়گ（北から）

 （2）̗ 地区̨̙22大形護岸̗ࡐ・̘検出ঢ়گ（北から）

ਤ൛第96 （1）̗ 地区̨̙22 ̎区中ԝ෦下層検出ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22 ̎区南෦大ܕ護岸̘ࡐ・̙検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第97 （1）̗ 地区̨̙22̨̬64検出ঢ়گ（北から）

 （2）̗ 地区̨̙22̨̬64杭検出ঢ়گ（北から）

ਤ൛第98 （1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62北෦基൫面上木（上が北）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62北෦基൫面上木ણҡ（上が北）

ਤ൛第99 （1）̗ 地区̨̙22下層東෦・断面３検出ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22下層東෦検出ঢ়گ（西から）
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ਤ൛第100 （1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62検出ঢ়گ（北西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62東෦断ちׂり（北西から）

ਤ൛第101 （1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62検出ঢ়گ（北から）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62中ԝ෦検出ঢ়گ（北東から）

ਤ൛第102 （1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62東෦検出ঢ়گ（北から）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62中ԝ෦検出ঢ়گ（北東から）

 （3）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第103 （1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62ૈᐗ下層（南から）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62ිฑ出土ঢ়گ（北から）

 （3）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62ිฑ出土ঢ়گ（上が南）

ਤ൛第104 （1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62中ԝ断ちׂり（南西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62土下層断面（西から）

ਤ൛第105 （1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62土下層中ԝ北෦基ఈ断面（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62土下層中ԝ෦基ఈ断面（西から）

ਤ൛第106 （1）̗ 地区̨̙22 ̎区下層αルϊコシΧέ出土ঢ়گ（南東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62西෦基ఈෑ༿層（北から）

 （3）̗ 地区̨̙22 ̎区下層αルϊコシΧέ出土ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第107 （1）̗ 地区̨̙22 ４区下層・大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（北東から）

 （2）̗ 地区̨̙22断面３南෦（北東から）

ਤ൛第108 （1）̗ 地区̨̙22断面３南෦（南東から）

 （2）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第109 （1）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ南෦断ちׂり（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ北෦断ちׂり（東から）

ਤ൛第110 （1）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ上砂層種子出土ঢ়گ（東から）

 （2）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（北東から）

ਤ൛第111 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面̎南෦土層検出ঢ়گ （̓東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３土層検出ঢ়گ （̓北東から）

 （3）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第112 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ （̓北東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦中ԝ෦ （̓東から）

ਤ൛第113 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦൙ཞྲྀ路層Ґᶃ （̓東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦൙ཞྲྀ路層Ґᶄ （̓東から）

ਤ൛第114 （1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦൙ཞྲྀ路層Ґᶅ （̓東から）

 （2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南ݞ෦ （̓東から）

ਤ൛第115 （1）̗ 地区̨̙22 ４区南東෦土遺構̨̬75（南西から）
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 （2）̗ 地区̨̙22 ４区南東෦土遺構̨̬75土層断面（西から）

ਤ൛第116 （1）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（北から）

 （2）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第117 （1）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ基෦検出ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ中ԝ෦検出ঢ়گ（西から）

 （3）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐধ෦検出ঢ়گ（東から）

ਤ൛第118 （1）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ加 （ࠟ北東から）

 （2）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ基෦ࢎૉಉҐ体・年ྠ年代αンϓルҐஔ（北東から）

 （3）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ基෦ࢎૉಉҐ体・年ྠ年代αンϓルҐஔ（北から）

ਤ൛第119 （1）̗ 地区̨̙22掘ঢ়گ（西から）

 （2）̗ 地区̨̙22掘ঢ়گ（東から）

ਤ൛第120 （1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62中ԝ上層ૈᐗ（構ஙࡐ）

 （2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62東෦上層ૈᐗ（構ஙࡐ）

 （3）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62中ԝૈᐗ（構ஙࡐ）

ਤ൛第121 （1）̗ 地区̨̙22護岸ࡐҾき上͛ۀ࡞（南東から）

 （2）̗ 地区̨̙22大形護岸ࡐ

ਤ൛第122 （1）̗ 地区̨̙22大形護岸ࡐ（Ԟから̛・̚・̙・̗・̖、ӈ中ԝ̘）

 （2）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞（北東から）

 （3）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞（西から）

ਤ൛第123 （1）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞（北西から）

 （2）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞（南東から）

 （3）̗ 地区̨̙22中ԝ෦掘削ۀ࡞（南東から）

ਤ൛第124 （1）̗ 地区土坑̨̠42検出ঢ়گ（東から）

 （2）̗ 地区土坑̨̠42土層断面（北西から）

 （3）̗ 地区土坑̨̠42土層断面（南東から）

ਤ൛第125 （1）̗ 地区土坑̨̠42（南東から）

 （2）̗ 地区土坑̨̠42চ面ম土（南東から）

 （3）̗ 地区土坑̨̠42চ面化物検出ঢ়گ（上が西）

ਤ൛第126 （1）̗ 地区̨̙78（南東から）

 （2）̗ 地区̨̙78土層断面（南東から）

 （3）̗ 地区̨̙78掘ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第127 （1）̘ １区શܠ（南東から）

 （2）̘ １区島畑36શܠ（南から）

 （3）$ １区島畑36・溝ঢ়遺構̨̙02શܠ（南西から）

ਤ൛第128 （1）̘ ̎区શܠ（西から）
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 （2）̘ ̎区શܠ（南西から）

 （3）̘ ̎区土坑̨̠06遺物出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第129 （1）̘ ３区中層遺構面શܠ（北から）

 （2）̘ ３区溝̨̙05検出ঢ়گ（南東から）

 （3）̘ ３区溝̨̙31遺物出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第130 （1）̘ ３区溝̨̙31શܠ（北西から）

 （2）̘ ３区溝̨̙31શܠ（南東から）

 （3）̘ ３区溝̨̙30શܠ（南東から）

ਤ൛第131 （1）̘ ３区溝̨̙31dʵd�土層断面（南東から）

 （2）̘ ３区溝̨̙31DʵD�土層断面（南東から）

 （3）̘ ３区溝̨̙30fʵf�土層断面（南東から）

ਤ൛第132 （1）$ ̎・３区下層遺構面શܠ（上が南）

 （2）$ ̎・３区下層遺構面શܠ（北から）

ਤ൛第133 出土土器１

ਤ൛第134 出土土器̎

ਤ൛第135 出土土器３

ਤ൛第136 出土土器４

ਤ൛第137 出土土器̑

ਤ൛第138 出土土器６

ਤ൛第139 出土土器̓

ਤ൛第140 出土土器̔

ਤ൛第141 出土土器̕

ਤ൛第142 （1）出土土器10

 （2）出土土器11

ਤ൛第143 （1）出土土器12

 （2）出土土器13

ਤ൛第144 （1）出土土器14

 （2）出土土器15

ਤ൛第145 （1）出土土器16

 （2）出土土器17

ਤ൛第146 （1）出土土器18

 （2）出土土器19

ਤ൛第147 （1）出土土器20

 （2）石製品１　石器

ਤ൛第148 （1）石製品̎　石器
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 （2）石製品　ྨۄ・土製品　土

ਤ൛第149 木製品１

ਤ൛第150 木製品̎

ਤ൛第151 木製品３

ਤ൛第152 木製品４

ਤ൛第153 木製品̑

ਤ൛第154 木製品６

ਤ൛第155 木製品̓

ਤ൛第156 出土土器21

ਤ൛第157 出土土器22

ਤ൛第158 木製品̔

ਤ൛第159 木製品̕

ਤ൛第160 樹種ੳ１

ਤ൛第161 樹種ੳ̎

ਤ൛第162 樹種ੳ３

ਤ൛第163 樹種ੳ４

ਤ൛第164 （1）種࣮　ϞϞ（佐々木由香ࢯఏڙ）

 （2）種࣮　Ϋルϛ（佐々木由香ࢯఏڙ）
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新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡
平成24～26年発掘調査報告

̍ ɽ ͡ Ί ʹ

新名ਆ高道路備事ۀにう発掘調査は、平成20年から西日ຊ高道路株式会社のґཔを

ड͚て࣮ࢪしている。新名ਆ高道路は、Ѫݝ名古屋市をىとし、ฌݝݿਆ戸市にࢸる૯Ԇ

長約174kmの高道路で、طଘの名ਆ高道路や京࣎バΠύス、ۙࣗـಈं道などとަ通機能を

୲することで、名ਆ高道路のࠞࡶをղফし、利用者の利ศ性の向上をతとして建設が進

められているものである。また、大規模なࡂや事ނによるަ通規੍時には、名ਆ高道路

と૬ޓにׂをิすることが期されている。

新名ਆ高道路の༧ఆ路ઢのうち、京都府内では、Ӊ࣏田原町・城陽市・京田辺市・ീ഼市の

各市町を通աする路ઢとして17.7kmがܭըされた。このうち、京ಸ和ࣗಈं道と第ೋ京ࡕ道路

をଓすることによる高道路の機能ڧ化をతとして、ઌ行して事ۀ認Մが下りた城陽δ

ャンΫシϣン・ΠンターνΣンδ（Ҏ下、城陽+$T・*$とද記）からീ഼京田辺δャンΫシϣン・

ΠンターνΣンδ（Ҏ下、ീ഼京田辺+$T・*$とද記）までの区間にͭいて、平成20年から発掘

調査をண手している。֘区間において調査のରとなる遺跡として、東から城陽市水主ਆ社東

遺跡、下水主遺跡、京田辺市田遺跡、西村遺跡、向୩遺跡、向山遺跡、 দ井ԣ穴群、ീ഼市ঁ

୩・ࡔߥԣ穴群、ࡔߥ遺跡、ޚໟ通古墳群、美ೱ山ഇ寺、美ೱ山ഇ寺下層遺跡の各遺跡が所在す

る。これらの遺跡ͭいては、ݱ地の発掘調査ऴྃ後に理ۀ࡞を行い、ॱ次、報告書をץ行して

いるとこΖである
ㅭ㉅１ㅮ

。なお、֘区間にͭいては、平成29年４月30日にશ面։通にࢸった。

下水主遺跡は、木津川ӈ岸のઔঢ়地と埋したඍ高地上にల։する。遺跡は、ॳ、東西約

540ｍ、南北約760ｍが遺跡ൣғと考えられており、ද࠾遺物のみがられていた。ຊ事ۀにう

調査の進లにい、ೄ文時代～古墳時代、平҆時代～中世の遺構・遺物が検出されるにͭれて、

遺跡がさらに北ଆに広がることが໌らかとなり
ㅭ㉅̎ㅮ

ঢ়では、南北の広がりは約1,200ｍと認ࣝさݱ、

れている。

ຊ書は、城陽+$T・*$の建設にい、平成24～26年に調査を࣮ࢪした下水主遺跡第１・４・

６次調査のうち、もっとも南にҐஔする̖～̘地区の調査にͭいて報告するものである。

ྉؗをはじࢿ土ڷ地調査にあたっては京都府教ҭҕһ会、城陽市教ҭҕһ会、京都府ཱ山城ݱ

め、各関係機関の͝ࢦಋ・͝ྗڠをいただいた。また、地࣏ࣗݩ会やۙྡॅຽのํ々には発掘調

査の͝理ղと͝ྗڠをいただいた。記してँײします。

なお、調査にかかる経අは、શֹ、西日ຊ高道路株式会社関西ࢧ社新名ਆ京都事所がෛ୲

した。

（筒井崇史）
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ʤฏ��ݱ調査ମ੍ʥ

　ʻԼਫओ遺跡第̍࣍ʼ

調査ऀ 調査第̎՝長    水୩ᆹ克ݱ　

࢘調査第３係長事औѻ 石井ਗ਼װ調査୲ऀ 調査第̎՝主ݱ　

　   　ಉ 　　　　　　 主調査һ   　　 戸原和人・竹原一・増田

   　ಉ 　　　　　　 調　査　һ　　　 関広尚世

　調ɹ査ɹɹॴ 城陽市水主倉貝、寺田金尾

平成24年̑月21日～平成25年３月̔日 ؒظ調査ݱ　

　調ɹ査ɹ໘ɹੵ 3,360㎡（うちຊ報告に関わるは1,770㎡）

ʤฏ��ݱ調査ମ੍ʥ

　ʻԼਫओ遺跡第̐࣍ʼ

調査ऀ 調査՝長   　　　  水୩ᆹ克ݱ　

࢘事調査第３係長事औѻ 石井ਗ਼ࢀ地調査୲ऀ 調査՝ݱ　

   　ಉ 　　　　　　 主調査һ   　　 戸原和人・Ҿ原茂࣏・高野陽子・

        筒井崇史・村田和߂

   　ಉ 　　　　　　 ઐ調査һ　　　 岡研一

   　ಉ 　　　　　　 調　査　һ　　　 福山博章・関広尚世・大∁ٛ・

        山美ྠ・岡田݈ޗ

ɹ調ɹ査ɹɹॴ 京都府城陽市水主大将軍・倉貝・宮馬場、寺田金尾・今橋

平成25年４月22日～平成26年̎月27日 ؒظ調査ݱ　

　調ɹ査ɹ໘ɹੵ 10,393㎡（うちຊ報告に関わるは2,050㎡）

ʤฏ��調査ମ੍ʥ

　ʻԼਫओ遺跡第̒࣍ʼ

࢘調査ऀ 調査՝長    石井ਗ਼ݱ　

দ   อؠ  調査୲ऀ 調査՝՝長ิ佐݉調査第̎係長݉調査第３係長ݱ　

   調査՝՝長ิ佐݉調査第３係長 ࡉ川߁

   　ಉ 　　　　　　 主　　　査   　 戸原和人・Ҿ原茂࣏・岡研一・

        筒井崇史

   　ಉ 　　　　　　 副　主　査　　　 石尾৴

   　ಉ 　　　　　　 主　　　   　 高野陽子・村田和߂

   　ಉ          調　査　һ　　 福山博章・山美ྠ・ञ井݈࣏・

        ᬑ也

　調ɹ査ɹɹॴ 城陽市水主大将軍・倉貝・宮馬場、寺田金尾・今橋

ɹݱ調査ؒظ 平成26年４月22日～平成27年̎月27日

ɹ調ɹ査ɹ໘ɹੵ 16,520㎡（うちຊ報告に関わるは1,600㎡）
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ʤฏ��調査ମ੍ʥ

　ཧۀ࡞ऀ 調査՝長　　　　　　　　　　　　　 　　正

　ཧۀ࡞୲ऀ 調査՝՝長ิ佐݉調査第３係長　　 ؠদ　อ

   　ಉ 　　　　　　 主　　　査   　 高野陽子・筒井崇史

　ɹཧɹظɹؒ 平成28年４月１日～平成29年３月31日

ʤฏ��調査ମ੍ʥ

　ཧۀ࡞ऀ 調査՝長　　　　　　　　　　　　　 小　

　ཧۀ࡞୲ऀ 調査՝ࢀ事調査第３係長事औѻ　　 ؠদ　อ

   　ಉ 　　　　　　 主　　　査   　 高野陽子

　ɹཧɹظɹؒ 平成29年４月15日～平成30年３月31日



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-û-

̎ ɽҐ ஔ ͱ  ڥ

̍ʣཧతڥ

下水主遺跡・水主ਆ社東遺跡の所在する京都府城陽市は、京都府南෦を北ྲྀする木津川のӈ岸

にҐஔする。城陽市域の地形は、大きく西෦の平野෦と東෦の山地・ٰྕ෦にೋされる。西෦

は木津川によるՏ川ଯ積とॏなる൙ཞによってԭ積平野が形成され、ݱ在は水田地ଳが広がる。

これまでの発掘調査の݁Ռ、ݱ在の水田地ଳの下にはඍ高地や後എ࣪地がしていることが໌

らかになっており、ຊ来はى෬に富んだ地形であったと考えられる。一ํ、東෦はๆ山山մに

࿈なる山地があり、山からԭ積平野にか͚ての中間地ଳには大ࡕ層群からなるӉٰ࣏ （ྕまた

は城陽ٰྕ）がҐஔする。このٰྕ෦とԭ積平野のڥ界にはஈٰが発ୡし、木津川のྲྀࢧである

大୩川、長୩川、੨୩川などの小規模なՏ川によって形成されたઔঢ়地が広がる。このようなஈ

ٰ上やઔঢ়地上には古代から中世にか͚ての集落がӦまれた、ٰྕ上には多の古墳がஙされ

ている。また、城陽市の市֗地にॏෳして、ᦰ遺跡や寺ӃなどがӦまれており、城陽市が地形

上・ྺ史上でॏ要なҐஔをめていたことがわかる。また、木津川प辺に形成されたඍ高地上に

は富野、ඎঙ、水主などの集落がӦまれる。これらの集落のप辺に広がる後എ࣪地を中৺に

ཬܕ地ׂがྑに遺ଘし、水田と土をり上͛て畑࡞を行う島畑がしている
ㅭ㉅３ㅮ

。

̎ʣྺ ڥత࢙

下水主遺跡प辺にする主要な遺跡にͭいて֓؍する（第１ਤ）。

石器時代の遺構は֬認されていないが、ࣳϲ原遺跡でφΠϑ形石器と舟ఈ形石器が出土してچ

いる。また、山遺跡で出土したαψΧΠτยもこの時期のものとਪఆされている。城陽市域に

お͚る人ͼとのӦみはこのこΖまでると考えられる。

ଓくೄ文時代では、ԣ道遺跡（ؙ塚古墳प下層）で、前期後のਂു形土器をೲめた土坑が検

出されており、प辺に集落のଘ在がఆされている。また、山遺跡では後期後と考えられる

ԁ形の୦穴建物が規ଇతにஔされたঢ়ଶで検出されている。一ํ、൩期になると、ԭ積地に

ཱ地する塚ຊ東遺跡や下水主遺跡、水主ਆ社東遺跡などでೄ文土器が出土していることから、木

津川ྲྀ域のԭ積地が׆ಈྖ域として利用されていたと考えられる。

弥生時代になると、木津川Ԋいに遺跡が広くするようになる。前期ではおもに木津川ࠨ岸

に遺跡がするが、中期になると木津川ӈ岸でも遺跡が増加し、ڊໆप辺にも集落がӦま

れるようになる。城陽市域では、山遺跡で中期後のᙈと後期後の୦穴建物̎౩が検出さ

れている。また、新名ਆ高道路備事ۀにう下水主遺跡の調査でも後期後の୦穴建物が̎

౩検出されている。さらにࣳϲ原遺跡や正道遺跡などでは、遺構は検出されていないものの、中・

後期の土器や石器が出土している。一ํ、ԭ積平野にҐஔする塚ຊ遺跡や塚ຊ東遺跡、水主遺跡

などでは後期から古墳時代ॳ಄の土器が出土している。特に塚ຊ東遺跡では、北東から南東に

ྲྀれる溝から大ྔのঙ内式土器が出土した。出土した土器にはᆵ・ᙈ・高ഋ・器・ു・手ᖿ形

土器など多༷な器種が認められ、୮・୮後地域の特をͭ࣋土器も多出土している。これら

の遺跡は遺物の出土しか֬認できないが、ۙྡにはಉ時期の集落がଘ在することは間ҧいなかΖ
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第１ਤ　調査地ٴͼप辺主要遺跡ਤ（ࠃ土地理Ӄ　1/25,000　Ӊ࣏・田辺）
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う。このように地に集落がしていたことはӐわれるが、後期の南山城地域でみられる高地

性集落は、城陽市域ではほとんど֬認されていていない。

古墳時代になると、南山城地域に多くの古墳がஙかれるようになる。城陽市域にお͚るঙ内式

期のものとしては、ࣳϲ原古墳や上大୩６・̓号墳、長古墳下層墳ุなどがஙされる。ࣳϲ

原古墳は、શ長22.5ｍҎ上の前ํ後ํ形の古墳で、्࢛形ڸやಔ製ྠ、మ製品、多のྨۄ、

土器などが出土している。前期には、南山城地域各地に前ํ後ԁ墳が出ݱする。城陽市域におい

ても北෦の大୩川のप辺に、ঙ内式期からଓく上大୩古墳群をはじめ、西山古墳群、ೌ塚古墳群

が形成される。これらの古墳群は小規模であるが、前ํ後ԁ墳・前ํ後ํ墳・ԁ墳・ํ墳と多༷

な墳形の古墳がஙされている。

中期になると、城陽市の北෦に多くの古墳が集中するようになる。これらはٱ津川古墳群と

૯শされているが、大きく３ͭのࢧ群（広野ࢧ群・ٱ世ࢧ群・富野ࢧ群）にかれる。このうちٱ

世ࢧ群では、ٱ津川ं塚古墳やഄা塚古墳などの大ܕの前ํ後ԁ墳がஙされる。このほか、ൕ

ཱ貝形前ํ後ԁ墳であるؙ塚古墳、ํ 墳であるֿ塚古墳や੨塚古墳、ԁ墳である山道東古墳など、

前ํ後ԁ墳Ҏ外でも大規模な古墳がஙされる。このように、城陽市域の古墳は、南山城地域の

ଞ地域の古墳とൺて規模ので྇կしているとݴえる。

を使用し、副品として三֯ԑਆ्形石࣋設としてཽ山石製の長ࢪ津川ं塚古墳は、 埋ٱ

、にೲめられていた。またなどが石ྨや石製模品、ྨۄ多の、ڸをはじめとするಔڸ

石に設された小石ࣨからもߕႀが出土している。遺物の年代から̑世ل前のஙと考え

られる。このඃ者は、墳ٰの規模、埋ࢪ設、副品のいずれからݟても中ԝのԦݖとີな

関係を࣋ったट長とଊえられ、城陽市域のみならず、南山城地域શ域をもࢧしていた大ट長で

あったと考えられる。ٱ津川ं塚古墳にଓくट長墳としてഄা塚古墳がある。ಉ古墳は̑世ل中

津川古墳群ٱの前ํ後ԁ墳で、墳ٰからྠྻや෪石が検出されている。ただ、ഄা塚古墳はࠒ

。ຯਂいڵ前ํ後ԁ墳であるというで、このट長系ྻのফ長を示すものとしてܕ後の大࠷

中期後から後期にか͚ては、ࣳϲ原古墳群、上大୩古墳群、ࣳ山古墳群などで小規模な古墳

がஙされる。ࣳ山古墳群は̑世ل中ࠒから６世لࠒにか͚てӦされもので、小ܕのํ墳か

らԁ墳とม化していくことが໌らかになっている。また、規模も新しい古墳ほど小ܕ化してい

く。ͦして６世لにはุ׆ಈをఀࢭすると考えられている。城陽市域のこの時期の古墳の大

は木墳であり、このこΖશࠃతにര発తにஙかれるԣ穴式石ࣨ墳があまりみられない地

域としてされる。城陽市域でԣ穴式石ࣨを埋ࢪ設にͭ࣋古墳は黒土１号墳、ೌ塚̑号墳、

上大୩12号墳、上大୩17号墳とগない。このうち黒土１号墳は、ڊ石を使用したશ長約9.5ｍ

の྆କ式のԣ穴式石ࣨを内෦主体に࣋ち、須恵器や土師器のほか、馬具やమ、މ㩬、మ᭲、ᮓ

などの金ଐ製品が出土している。出土した須恵器から古墳時代後期後ࠒのஙと考えられる。

古墳時代の集落遺跡はおもに市域東෦のஈٰ上にӦまれているが、あまり多く֬認されていな

い。前期ではࣳ山遺跡で୦穴建物１౩が検出されている。また、ྡする山遺跡ではํ形प溝

ঢ়遺構と୦穴建物が検出されており、ํ 形प溝ঢ়遺構は߽ؗډのງのՄ能性がࢦఠされている。
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中期前にはࣨ木遺跡で小規模な୦穴建物が検出されている。石製ӓۄとͦのະ成品やܽଛ品

が出土したことから、࡞ۄりが行われたతな集落と考えられている。古墳時代後期の集落は

城陽市域ではあまり֬認されていないが、やや新しい時期の後期後から飛鳥時代にか͚ての集

落としては、ࣳϲ原遺跡、正道遺跡、ࣳ山遺跡、山遺跡などで୦穴建物や掘ཱ柱建物が検出さ

れている。特にࣳϲ原遺跡では150౩Ҏ上の୦穴建物が検出されており、城陽市域にお͚るこの

時期の࠷大ڃの集落である。

一ํ、文ࢿݙྉにより、飛鳥時代Ҏ前に城陽市域にはݝ۾܀がஔかれたと考えられている。ݝ

の࣮ଶはෆ໌であるが、h 日ຊ書لʱਔಙఱेߖೋ年े月にʮ大溝を山എのݝ۾܀に掘ʯると

あり、ਪ古ఱޒेߖ年ੋࡀにもʮ山എࠃに大溝を۾܀に掘るʯと記ࡌされている。この۾܀大

溝をݱ在の古川にൺఆするઆもあるが、発掘調査では֬認されていない。古墳時代から飛鳥時

代にか͚ての木津川ྲྀ域のԭ積地にお͚る։発行ҝを物ޠるঝであΖう。

城陽市域は、古代ྩ੍のもとでは山എٱࠃ世܊や௲܊تにଐしていた。

飛鳥～ಸྑ時代の遺跡としては、ٱ世ഇ寺、平川ഇ寺、正道ᦰ遺跡などがある。ٱ世ഇ寺は

̓世لに建された寺Ӄで、ౝを東に、金ಊを西にஔく法ى寺式Հཟஔである。ౝや金ಊに

れてߨಊがӦされたと考えられている。ͦの後、̔世ل中ࠒに再備が行われたようで、平城

宮やګਔ宮で使用されたのとಉじנݢが出土している。出土遺物には、金ಔ製生ऍՠཱ૾の

ほか、三彩や新ཏ製のᬵಃ器などの海外の製品が含まれている。平川ഇ寺は̔世لにӦさ

れた寺Ӄで、ౝを西に、金ಊを東にஔく法ོ寺式Հཟஔで、ౝや金ಊの基ஃがよく遺ଘしてい

る。寺域の広がりは、ங地のࠟ跡などからほ΅໌らかとなっている。特にౝ跡は一辺10.5ｍに෮

原され、地ํ寺Ӄとしては࠷大ڃの規模をތり、ࠃ寺のࣣॏౝにもඖఢするものと考えられて

いる。ౝ跡や金ಊ跡のप辺からは、઼૾ยが出土している。

正道ᦰ遺跡はॳ、寺Ӄ跡と考えられていたが、大ܕ掘ཱ柱建物群がෳ検出され、山എࠃ

ᦰ遺構は大きく３時期にかかっているͭݟっている。これまでࢸᦰ跡とਪఆされるに܊世ٱ

れる。ᶗ期は૯柱建物跡Λ主体に構成され、̓世ل後にҐஔづ͚られる。ᶘ期は掘ཱ柱建物を

ʮコʯのࣈ形にஔした所෩のもので、̓世ل～̔世لॳ಄にҐஔづ͚られる。この時期の

遺構は大ๅྩҎ前のٱ世ʮධʯにうᦰのՄ能性がࢦఠされている。ᶙ期は࢛面ኈきの東

西౩建物中৺にͦのपғに掘ཱ柱建物が広がり、南辺と西辺にはங地が設͚れ、南辺にはが設

͚られている。時期は̔世ل前～̕世ل前にҐஔづ͚られる。また、正道ᦰ遺跡では、נ

ྨを࢝め金ഩのる㡤や૬ྠ・水Ԏの一෦など、寺Ӄに関わる遺物が出土しており、ᦰ遺構

にۙした場所に寺Ӄのଘ在がਪఆされている。このほか、ٱ世܊では、木津川東岸に古代の

道である北道や東山道がఆされており、ࣳ山遺跡では、ಸྑ時代から平҆時代にか͚ての道

路ଆ溝とఆされる遺構も検出されている。また、ۙしてᦰ෩の建物跡群を検出しており、

文ࢿݙྉにはみられないが、Ӻ屋のՄ能性もࢦఠされている。

飛鳥・ಸྑ時代になると、古墳時代までの୦穴建物主体の集落から、掘ཱ柱建物主体の集落

とม化する。ただ、山城地域ではଞのـ内ॾࠃにくらてくまで୦穴建物がることがられ
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ている。城陽市域でも、ࣳϲ原遺跡では飛鳥時代後、正道ᦰ遺跡やԣ道遺跡ではಸྑ時代ま

で୦穴建物がるようである。これらの遺跡では୦穴建物と掘ཱ柱建物がซଘしていたՄ能性が

高い。このほか、ಸྑ時代の掘ཱ柱建物の集落としてはࣳ山遺跡などがある。

この時期、城陽市西෦の平野෦には、ཬ੍によるํ形の区ըの遺構が໌ྎに遺ଘする。ཬ

とは、ํ一町（109ｍํ࢛）を基ຊ୯Ґとする古代の地区ըであるとともに土地ද示੍でもあ

る。ॎԣ町の一区ըをʮཬʯ、ཬのྻをʮʯ、ํ一町の区ըをʮ坪ʯとݺんである土地の区

ըをදݱするものである。今ճの下水主遺跡・水主ਆ社東遺跡の調査でも、෮ݩされた城陽市域

のཬをࢀরしながら調査を行ったとこΖがある。

平҆時代Ҏ߱の遺跡はݦ著なものがগないが、文ࢿݙྉとのൺֱからいくͭかすき事࣮

がわかる。まず、ח倉時代になると調査地प辺は、լ茂別ཕ社、石ਗ਼水ീ഼宮、ڵݩ寺などの寺

社ྖとなって寺田、富野、水主などのԂが備された。このこΖからݱ在まで、富野や

水主などの集落प辺や、寺田集落の西ଆにはこの地域に特༗の島畑が形成される。土をり上͛

た෦で畑࡞を行う一ํ、島畑と島畑の間のԜ地では水田を行っていたと考えられる。

ࣨ町時代のԠਔ・文໌のཚのಈཚ期には南山城地域が主要なઓ場の１ͭとなったことから、在

地の土߽たちが、ඎঙ城、外野（富野）城、水主城などをஙして備をݻめていた。水主ࢯの

ྗ基൫であった水主城は、木津川にۙいݱ在の水主集落一ଳにஙかれた平城であるが、文ࢿݙ

ྉから山城ࠃ一ᎋのڌであるとともに、時の南山城地域ࢧのための要の城ֲであったと考

えられている。発掘調査では遺構は検出されていないため、城ֲの構はෆ໌である。また、寺

田集落もԠਔのཚ͝Ζにޚをతとして形成されたものと考えられている。

下にஔかれた。調査地प辺ࢧにଐし、ఱྖとしてນ府の܊ت戸時代になると、水主村は௲ߐ

では中世からݱ代にか͚て、島畑を主体とする؍ܠから水田を主体とする؍ܠとม化していた

と考えられる
ㅭ㉅４ㅮ

。

（筒井崇史）
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̏ ɽ調 査 ͷ ܦ ա ͱ 調 査 ͷ ํ ๏

̍ʣ調査ʹࢸΔܦҢ

新名ਆ高道路の༧ఆ路ઢうち、京都府内では17.7kmがܭըされており、城陽+$T・*$～ീ

഼京田辺+$T・*$間（事ڑۀ3.5km）にͭいては、平成20年より発掘調査にண手している。

ຊ書で報告する下水主遺跡は、新名ਆ高道路の城陽+$T・*$建設༧ఆ地にたり、橋٭建設

やり土成の行われるൣғを主なରとして、発掘調査を࣮ࢪし、城陽+$T・*$建設༧ఆ地の

発掘調査は平成23年に։࢝し、平成27年までܧଓして調査を࣮ࢪした。発掘調査にかかる調

査次・調査地・調査期間にͭいては、第̎ਤ、ද１・̎の通りである。調査期間がֻ

͚̑か年にٴんだため、理ۀ࡞はਵ時࣮ࢪし、報告書にͭいても、ॱ次ץ行してきた。ຊ報告

は、新名ਆ高道路備事ۀの城陽+$T・*$の建設に関わる発掘調査報告書としては、h 京都府

遺跡調査報告集ʱ第167冊、h ಉʱ第168冊にଓく、第３冊にたる。

̎ʣ調査ͷܦա

ʢ̍ʣฏ��調査ͷܦա

平成24年は、平成23年にҾきଓき、水主ਆ社東遺跡（第̎次）の調査を࣮ࢪするとともに、

新たに下水主遺跡（第１次）の調査にண手した。下水主遺跡の調査では、まず、城陽+$T・*$の南

西෦に༧ఆされたり土成地をରに調査を࣮ࢪした。֘り土෦に̖～̘地区を設ఆ

し、このうち̗１区の調査にண手した。また、平成24年後には、橋٭建設ٴͼり土成の

した（̘１・̙１・̚１・̎̚区）。平成24年に調査ࢪ事が༧ఆされた地４か所で調査を࣮

を࣮ࢪした調査区のうち、̗１・̘１区Ҏ外の各調査区にͭいては報告ࡁである
ㅭ㉅̑ㅮ

。

ᶃ̗۠ͷ調査　̗１区の調査は平成24年̑月21日にண手した。まず、遺構の֓要をѲす

るため、ର地に̎か所の小規模な調査区を設͚た。ͦの݁Ռ、島畑̎基が֬認でき、ର地શ

域にまで調査区を֦ுして調査を進めた。調査はॏ機でද土ならͼにଯ積層を掘削し、ͦの後、

人ྗで島畑をਫ਼査した。島畑の調査をऴえた後に、下層遺構の調査としてॏ機で島畑のআڈを։

し、ͦの後人ྗによるਫ਼査を行った。ͦの݁Ռ、古代の遺物が出土する遺構を検出した。さら࢝

に、ͦの下層で古墳時代の遺物が出土する大規模な溝を֬認した。溝の調査を進めると、大ྔの

土器ྨと木ࡐが出土したことから次年にҾきଓき調査を࣮ࢪすることとなった。

ᶄ̘۠ͷ調査　̘１区は̗１区の北ଆにҐஔし、調査は平成24年10月̕日にண手した。ද土

やଯ積層をॏ機でআڈし、ͦの後人ྗによるਫ਼査を行った。検出した各遺構の記録を行い、શܠ

ࣸਅをࡱӨした後に断ちׂりと埋めしを行い、平成25年１月30日に調査をऴྃした。

ʢ̎ʣฏ��調査ͷܦա

平成25年は、城陽+$T・̞$の建設事がຊ֨化するのに߹わせて、埋蔵文化財の調査もຊ

֨化し、下水主・水主ਆ社東྆遺跡を߹わせて̎ສ㎡をӽえる調査となった。ࡢ年にҾきଓき、

下水主遺跡（第４次）・水主ਆ社東遺跡（第̑次）の調査を࣮ࢪした。下水主遺跡第４次調査では̖

～̜地区をରに調査を࣮ࢪした。なお、̗１区は平成24年からҾきଓいて調査を࣮ࢪした。

下水主遺跡第４次調査は、まず̛地区から։࢝し、ଓいて%̎・̙４区の調査にண手した後、
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第̎ਤ　調査年別調査区ஔਤ（1/6,000）
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ද１　下水主遺跡調査次一ཡද

ද̎　水主ਆ社東遺跡調査次一ཡද

調査 ࣍ 調査۠ 調査ؒظ 調査໘ੵ 調査ؔػ 報告ॻ

平成 24 年 第１次 ̗地区（̗１区）・̘ 地区（̘１区）・
̙地区（̙１区）・̚地区（̚１・
̎̚区）

2012.5.21 ～
2013.3.8

3,360㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）
ຊ報告書

第̎次 24 号　̖・̗・̘地区 2012.9.24 ～
2013.3.8

5,570㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 163 冊（2015）

平成 25 年 第３次 24 号　" 北地区 2013.4.26 ～
2013.9.3

500㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 163 冊（2015）

第４次 ̖地区・# 地区（̗１・̗̎区）・
̘地区（̘３区）・̙地区（̙̎・
̙４～̙６区）・̚地区（̚３～̚
̔区）・̛地区（̛１～̛ 12 区）・
̜地区

2013.4.22 ～
2014.2.27

10,393㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）
ຊ報告書

第̑次 ʵ 2013.10.15 ～
2013.10.22

530㎡ 京都府教ҭҕһ会 ʰ京都府埋蔵文化財調査報
告書ʱ平成 25 年（2014）

平成 26 年 第６次 ̖地区・# 地区（̗１・̗̎区）・
̘地区（̘̎区）・̙ 地区（̙３区）・
̞地区・̟地区・̠地区・̡地区・
̢地区・̣地区

2014.4.9 ～
2014.3.6

17,110㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ຊ報告書
ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

第̓次 ʵ 2014.9.19、
10.8、12.8 ～
12.10、12.12

636㎡ 京都府教ҭҕһ会 ʰ京都府埋蔵文化財調査報
告書ʱ平成 26 年（2015）

平成 27 年 第̔次 ̡地区（̡̎区）・̢ 地区（. ̎区）・
̤地区

2015.4.24 ～
2015.10.9

6,000㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 170 冊（2017）

第̕次 ̡地区（̡３区）・̚地区（̚̕・
̚ 10 区）・̝地区

2015.5.18 ～
2016.2.3

3,260㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

調査 ࣍ 調査۠ 調査ؒظ 調査໘ੵ 調査ؔػ 報告ॻ

平成 23 年 第１次 ̖地区（̖１・̖̎区） 2012.2.15 ～
2012.3.14 

200㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

平成 24 年 第̎次 ̗地区（̗１・# ̎区） 2012.5.23 ～
2012.9.27

630㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

第３次 24 号　̚地区 2012.9.24 ～
2013.3.8

800㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 163 冊（2015）

平成 25 年 第４次 24 号　̙地区 2013.4.26 ～
2013.9.3

2,800㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 163 冊（2015）

第̑次 ̖地区（̖３区）・̗ 地区（̗３区）・
̘地区

2013.5.14 ～
2014.1.8

11,375㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

平成 26 年 第６次 ̗地区（̗４区） 2014.11.19 ～
2015.2.27

590㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

平成 27 年 第̓次 ̙地区 2015.11.24 ～
2016.2.5

1,280㎡（公財）京都府埋蔵文化財
調査研究センター

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

%̑・̙６区と̚地区の調査を࣮ࢪした。̛地区の調査ऴྃ後、ॱ次、̜地区と̖・̗地区の調

査にண手した。࠷後に̘̎区の調査を行った。なお、̖・̗地区において多の遺構・遺物が検

出されたことから、次年もҾきଓき調査を行うこととした。ͦのほかの調査区にͭいては調査

をऴྃしたɻ一ํ、水主ਆ社東遺跡第̑次調査は̖３区、̗３区をରに調査を࣮ࢪし、ऴྃし
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ද３　下水主遺跡調査地区別一ཡද（新名ਆ高道路備事ۀ）

調査 調査࣍ 調査۠ 調査۠ 調査ؒظ 調査໘ੵ 報告ॻ

平成 24 年 第１次 ̗地区 ̗１区 2012.5.23 ～ 2013.3.8 1,070㎡ ຊ報告書

̘地区 ̘１区 2012.10.9 ～ 2013.1.30 700㎡ ຊ報告書

̙地区 ̙１区 2012.11.28 ～ 2013.3.8 450㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̚地区
̚１区 2012.12.10 ～ 2013.3.8 770㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ

第 167 冊（2016）

̎̚区 2012.12.18 ～ 2013.3.8 370㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

平成 25 年 第４次 ̖地区 2013.10.4 ～ 2014.2.27 940㎡ ຊ報告書

̗地区
̗１区 2013.11.1 ～ 2014.2.27 330㎡ ຊ報告書

̗̎区 2013.11.25 ～ 2014.2.27 580㎡ ຊ報告書

̘地区 ̘̎区 2014.1.20 ～ 2014.2.27 200㎡ ຊ報告書

̙地区

̙̎・̙４区 2013.5.7 ～ 2013.9.20 2,617㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̙̑区 2013.9.9 ～ 2013.12.6　　　
（中断期間あり） 150㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ

第 167 冊（2016）

̙６区 2013.9.9 ～ 2013.10.22 180㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̚地区

̚３・̚４区 2013.7.17 ～ 2013.10.4 470㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̑̚区 2013.8.6 ～ 2013.10.2 220㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̚６区 2013.8.6 ～ 2013.10.4 210㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̓̚区 2013.8.23 ～ 2013.10.23 160㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̔̚区 2013.8.23 ～ 2013.10.23 290㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

た。平成25年に調査を࣮ࢪした調査区のうち、下水主遺跡の̖～̘地区Ҏ外の各調査区にͭい

ては報告ࡁである
ㅭ㉅６ㅮ

。

ᶃ̖۠ͷ調査　̖地区は平成24年に調査を࣮ࢪした̗地区の南ଆにҐஔし、平成25年̕月

20日に調査にண手した。上層遺構として島畑̎基や溝ঢ়遺構̎などを検出した。また、島畑の

断ちׂりを行ったとこΖ飛鳥時代の土器が多出土したことから、下層遺構として֘期の遺

構がଘ在するとࢥわれた。島畑のશࣸܠਅをࡱӨし、ॏ機による島畑のり土のআڈを行ったと

こΖ、下層遺構面の上から飛鳥時代の土器が多出土した。これらの土器は島畑のり土ない

し遺物แ含層に含まれていたものとਪఆされる。これらの土器をऔり上͛るとともに、遺構面の

ਫ਼査を行い、井戸１基、土坑̑基のほか、多の柱穴を検出した。ただし、これらの柱穴群から

໌֬な建物跡を෮原することはできなかった。これらの柱穴がおおΉね検出できたஈ֊でۭ中ࣸ

ਅࡱӨを࣮ࢪした。ͦの後、これらの掘や記録ۀ࡞を行った。さらに下層遺構として、古墳時

代の遺構面のଘ在が֬認されたため、次年に古墳時代の遺構面の調査を࣮ࢪすることとなった。

ᶄ̗۠ͷ調査　平成24年検出した古墳時代の大規模な溝の調査を平成25年11月̔日に再։

した。また、̗１区の東ྡに新たに̗̎区を設͚て調査を։࢝した。̗̎区の調査は、まず、ද

土やଯ積層をॏ機でআڈし、ͦの後人ྗによるਫ਼査を行った。上層遺構として、島畑１基を検出
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調査 調査࣍ 調査۠ 調査۠ 調査ؒظ 調査໘ੵ 報告ॻ

平成 25 年 第４次

̛地区

̛１区 2013.5.21 ～ 2013.7.5 260㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛̎区 2013.6.13 ～ 2013.8.23 255㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛３区 2013.6.11 ～ 2013.8.29 230㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛４区 2013.4.22 ～ 2013.6.12 218㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛̑区 2013.6.6 ～ 2013.7.22 220㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛６区 2013.4.22 ～ 2013.7.22 265㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛̓区 2013.4.22 ～ 2013.8.27 190㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛̔区 2013.4.22 ～ 2013.7.8 220㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛̕区 2013.5.9 ～ 2013.7.18 198㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛ 10 区 2013.4.22 ～ 2013.7.18 185㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛ 11 区 2013.5.7 ～ 2013.7.8 240㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̛ 12 区 2013.5.1 ～ 2013.8.30 275㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 168 冊（2017）

̜地区 2013.9.5 ～ 2013.11.14 1,290㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

平成 26 年 第６次 ̖地区 2014.4.9 ～ 2014.6.13 600㎡ ຊ報告書

̗地区 ̗１・# ̎区 2014.4.9 ～ 2014.6.13 400㎡ ຊ報告書

̘地区 ̘３区 2014.4.22 ～ 2014.5.30 600㎡ ຊ報告書

̙地区 ̙３区 2014.11.5 ～ 2015.2.27 2,050㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

̞地区 2014.4.21 ～ 2014.7.15 900㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

̟地区 2014.6.18 ～ 2014.12.5 2,590㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

̠地区
̠１区 2014.4.23 ～ 2014.8.5 1,660㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ

第 174 冊（2018）

̠̎区 2014.8.6 ～ 2014.10.30 1,460㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

̡地区 ̡１区 2014.4.25 ～ 2014.10.30 2,620㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

̣地区 2014.4.25 ～ 2014.12.5 2,420㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

平成 27 年 第̓次
̚地区

̚̕区 2015.11.5 ～ 2016.2.3 365㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

̚ 10 区 2015.12.8 ～ 2016.2.3 115㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

̡地区 ̡３区 2015.5.18 ～ 2015.6.29 110㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

̝地区
̝１区 2015.5.18 ～ 2015.10.19 1,500㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ

第 174 冊（2018）

̝̎区 2015.8.24 ～ 2015.11.19 1,170㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

するとともに、下層遺構として̗１区で検出していた古墳時代の大規模な溝のԆ長෦を֬認した。

̗１区の古墳時代の溝の掘削を進めたが、大ྔの土器や木ࡐが出土したため、ͦの出土ঢ়گの

記録を行うඞ要が生じた。これにう記録ۀ࡞に多大な時間を要したため、࠷ऴతに大溝の掘

にはいたらなかった。このため、Ҿきଓき次年に調査を࣮ࢪすることとなった。

ᶅ̘۠ͷ調査　̘地区の南෦に長さ30ｍ、幅7.8ｍの調査区を設͚て、平成26年１月20日

から։࢝した。ද土やଯ積層をॏ機でআڈし、ͦの後人ྗによるਫ਼査を行った。ͦの݁Ռ、島畑

̎基を検出した。さらに下層遺構の調査として、弥生時代中期の溝や土坑などを検出した。各遺
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構の記録を行い、શࣸܠਅをࡱӨした後、調査区の埋めしを行い、平成26年̎月27日に調査を

ऴྃした。

ʢ̏ʣฏ��調査ͷܦա

平成26年も前年とಉ༷に、埋蔵文化財の調査が̎ສ㎡にୡすることとなった。ࡢ年にҾ

きଓき、下水主遺跡（第６次）・水主ਆ社東遺跡（第６次）の調査を࣮ࢪした。下水主遺跡第４次調

査は、前年からのܧଓとなった̖・̗地区のほか、̘３区・̙３区・̞～̡・̣地区の調査に

ண手した。̖～̙地区Ҏ外は、はじめて調査を࣮ࢪする地区となる。

下水主遺第６次調査は、まず̖・̗地区のܧଓから։࢝し、次いで̘３区・̞・̠・̡・

̣地区の調査にண手した。̖～̘地区の調査期間中の̑月11日にݱ地આ໌会を࣮ࢪし、258名の

̞、加があった。̖～̘地区の調査がऴྃした後、新たに̟地区の調査にண手した。ͦの後ࢀ ・̠ ・

̡地区の調査ऴྃ後、̙３区の調査にண手した。一ํ、水主ਆ社東遺跡第６次調査は、下水主遺

跡の̡・̠地区のऴྃ後に、̗４区の調査にண手した。平成26年の調査は、下水主遺跡̙３区

と水主ਆ社東遺跡̗４区の調査でもってऴྃした。

なお、報告書にͭいては、平成24～26年の調査のうち、多の遺構・遺物を検出した̖～̘

地区と、平成26年に新たにண手した̙・̞～̡・/地区とに大きく͚て報告することとした。

後者は、平成27年調査と߹わせて別にץ行し
ㅭ㉅̓ㅮ

、前者の調査区の報告がຊ報告書である。

ᶃ̖۠ͷ調査　平成25年調査にҾきଓき、古墳時代の遺構と飛鳥時代の井戸にͭいて調査

を࣮ࢪした。調査は平成26年４月̕日に再։した。すでに検出している古墳時代の遺構の掘削と、

出土した遺物の記録ۀ࡞を進めた。また、古墳時代Ҏ前の遺構の༗ແを֬認するため、ॏ機に

よって調査区શ体を0.4ｍほど下͛たが、新たな遺構は֬認されなかった。ಉ時に調査を進め

ていた̗・̘地区の進ঢ়گに߹わせてۭ中ࣸਅࡱӨを行った後、飛鳥時代の井戸の掘削を行っ

た。井戸は建ங෦ࡐをస用したものであった。ͦの後、記録のۀ࡞を行い、６月13日に調査を

ऴྃした。

ᶄ̗۠ͷ調査　平成25年の調査にҾきଓき、古墳時代の大規模な溝の調査を࣮ࢪした。調

査は、̖地区とಉじく平成26年４月̕日から再։した。まず、ࡢ年検出した遺物の記録ۀ࡞を

行った後、遺物のऔり上͛を行い、ͦの後प辺を掘り下͛た。ͦの݁Ռ、新たに検出した遺物

の記録ۀ࡞を行うなど、記録と掘削を܁りฦした。この間に、出土した遺物を含Ή検出遺構のશ

をいただݟなどにͭいて、༗ࣝ者から͝ҙگਅを行うとともに、検出した溝の性֨やଯ積ঢ়ࣸܠ

きながら検౼を加えた。溝の掘削を進めた݁Ռ、溝の南ଆには大規模な護岸が行われていたこと

が֬認できた。出土した土器の検౼も進み、古墳時代前期の護岸を༗する大規模な溝と判断し、

これをもとに̑月11日にݱ地આ໌会を։࠵した。ͦの後、溝の掘や護岸ࡐ・遺物の記録やऔり

下͛ۀ࡞を行いった。上ड़のように̖～̘地区３か所のۭ中ࣸਅࡱӨを࣮ࢪし、ͦの後、護岸ࡐ

のऔり上͛やਤ面のิを行い、６月13日に調査をऴྃした。

ᶅ̘۠ͷ調査　̘３区は、ࡢ年に行った$̎区の北ଆにして設ఆした調査区である。̘

̎区の調査で֬認されていた遺構のԆ長෦の検出が期された。調査は平成26年４月21日にண手
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ද４　水主ਆ社東遺跡調査地区別一ཡද（新名ਆ高道路備事ۀ）

調査 調査࣍ 調査۠ 調査۠ 調査ؒظ 調査໘ੵ 報告ॻ

平成 23 年 第１次 ̖地区 ̖１区 2012.2.15 ～ 2012.3.15 100㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̖̎区 2012.2.15 ～ 2012.3.15 100㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

平成 24 年 第̎次 ̗地区 ̗１区 2012.5.23 ～ 2012.8.7 200㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̗̎区 2012.6.4 ～ 2012.9.27 430㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

平成 25 年 第̑次 ̖地区 ̖３区 2013.10.1 ～ 2014.1.8 3,100㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̗地区 ̗３区 2013.11.19 ～ 2013.12.17 100㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

̘地区 ̘１・̘̎区 2013.5.14 ～ 2013.12.12 8,175㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 167 冊（2016）

平成 26 年 第６次 ̗地区 ̗４区 2014.11.19 ～ 2015.2.27 590㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

平成 27 年 第̓次 ̙地区 2015.11.24 ～ 2016.2.5 1,280㎡ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 174 冊（2018）

した。調査により、島畑１基や溝ঢ়遺構̎などを検出した。ͦの後、ॏ機による島畑の掘り下

͛を行い、時期はෆ໌ながら、中層遺構として溝１を検出した。これにͭいての記録をऴえ

た後にॏ機で掘り下͛を行い、弥生時代中期と考えられる溝を̎検出した。溝の南ଆにͭいて

は、एׯの༨地があったため、֦ுを࣮ࢪして調査を行った。ͦのࡍ、溝の上面とͦのۙから

弥生時代中期のᆵ１が出土した。これらの記録ۀ࡞やऔり上͛ۀ࡞を行い、平成26年̑月30日

に調査をऴྃした。

̏ʣ調査ͷํ๏

調査にあたっては、̖地区、̗地区などの調査地区を設ఆし、ͦの地区内に࣮ࡍの調査を行っ

た調査区を設ఆした（̎項ࢀর）。また、調査のରとなるൣғには、ࠃ土࠲ඪに基づいて地区ׂ

を設ఆした（３項ࢀর）。

調査։࢝にあたっては、まず、調査区の設ఆٴͼ基४の設ஔۀ࡞を行った。ͦの後、遺構面

上までॏ機でද土をআڈし、さらに人ྗによる遺物แ含層の掘削、遺構面のਫ਼査ۀ࡞を行って

遺構の検出にめた。検出した遺構は、ͦのҐஔをॖई1/100の平面ਤに記録しながら、ॱ次、

掘削ۀ࡞を行った。遺構の掘削をऴえると、ඞ要にԠじてॖई1/10ないし1/20の平面ਤや断面ਤ、

あるいはॖई1/10ないし1/5の遺物出土ঢ়گਤなどの記録ਤ面の࡞成を行った。ฒ行して遺構や

土層断面などの記録ࣸਅのࡱӨを行った。遺構面શ体の調査をऴえると、調査区͝とにશࣸܠਅ

をࡱӨした。さらにඞ要にԠじてۭ中ࣸਅとͦれによるਤ化ۀ࡞を࣮ࢪした。

また、下層遺構を֬認した場߹、上層遺構面から下層遺構面まで人ྗもしくはॏ機によってআ

。りฦした܁をۀ࡞し、上記のڈ

検出した遺構には原ଇとして各調査区͝とに１番から通し番号を͚ͭ、遺構の性֨を示すུ号

を༩した。ུ号は調査の進లにってมߋすることもあったが、遺構番号はมߋしないように

した。使用したུ号は、土坑：̨̠、溝：̨̙、柱穴・ϐοτ：̨̥、ෆ໌遺構：̨̭である。

ຊ報告で使用した遺構番号は原ଇとして調査時のものであるが、調査時に番号のなかった遺構に
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第４ਤ　下水主遺跡・水主ਆ社東遺跡શ体地区ׂਤ（1/6,000）
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ͭいては、ຊ報告࡞成時に新たに༩した。ただし、島畑の遺構番号にͭいては、調査時の遺構

番号とは別に一ൠࠃ道24号金尾ަࠩվྑ事ۀの調査報告
ㅭ㉅̔ㅮ

に࢝まる島畑の通し番号を༩した。

なお、島畑番号のॳ出時に調査時の遺構番号も߹わせて示した。

̐ʣ調査۠ͷઃఆ

調査ର地が広大であることから、調査ର地をいくͭかの調査地区にׂして調査を進める

ことにした。この調査地区名は、平成24年調査で一෦使用をはじめたが、平成25年の調査に

行の市道で区したもので、面తなۭ間をݱして、ຊ֨తに設ఆした。このʮ調査地区ʯはࡍ

さし、̖地区、̗地区、ʜʜ、̡地区、ʜʜというように、ΞルϑΝϕοτでݺͿこととした。

この中に࣮ࡍに調査を࣮ࢪしたʮ調査区ʯを設ఆし、ෳの調査区がある場߹は̠１区、̠̎区

と、ΞルϑΝϕοτとࣈのみ߹わせでදすこととした。したがって、ʮ˓地区ʯとʮ˓˓区ʯ

は、ҟなるものをさす区名শである。ただし、調査区が１ͭしかない場߹は、ʮ˓地区ʯとい

う名শを使用した（第３ਤ）。

調査区の設ఆは、西日ຊ高道路株式会社の事ܭըにしたがい、橋٭෦にͭいては、橋٭

ຊ体とࢪにい掘削される෦を、また、り土෦にͭいては、࣮ࡍの道路幅のൣғにݶっ

て発掘調査を行い、下層遺構が検出された場߹にඞ要にԠじてり土成ൣғまで調査区を֦

ுすることとした。

なお、平成26年Ҏ߱は、平成25・26年の京都府教ҭҕһ会のࢼ掘調査の݁Ռ、下水主遺

跡のൣғが北に広がったことから、新たな調査地区を加した。

調査区͝との調査期間や調査面積にͭいては、ද３・４にまとめた。

̑ʣׂ۠ͷઃఆ

城陽+$T・*$の建設にう発掘調査では、上記の調査地区とは別に、検出遺構や出土遺物のҐ

ஔを記録するతで、ର地શ体を

෴う地区ׂをࠃ土࠲ඪ（世界測地系）

にもとづいて設ఆした。まず、ର

地શ体に100ｍํ࢛の大区ըを設ఆし

た（第４ਤ）。大区ըの基४ઢは南北・

東西ともࠃ土࠲ඪ系に一கさせ、

9�ɻ 127,200、:�ɻ 21,500を ى  と

し、東西ํ向は東から１、̎、３、

ʜʜとし、南北ํ向は北から̖、̗、

$とし、྆者のަを"1、#2、ʜʜ、

̝4、などとした。大区ըの地区名は

100ｍํ؟の南東۱のަの名শでද

すものとした。この大区ըの一辺を

25して４mํ࢛のํ؟を設ఆし、第̑ਤ　小地区ׂ֓೦ਤ
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小区ըとした（第̑ਤ）。小区ըの基४ઢもࠃ土࠲ඪ系と一கさせ、東西ํ向は東から１、̎ 、３、

ʜʜʜ、25とし、南北ํ向は北から̰、̱、̲、ʜʜ、yとし、྆者のަを̰1、̱1、̲3、͈

25などとした。小区ըの地区名も４ｍํ؟の南東۱のަの名শでදすものとした。:࣠࠲ඪの

下ܻ̎でදすと、１ϥΠンは00ｍ、25ϥΠンは96mにたる。また、9࣠࠲ඪの下ܻ̎でදすと、

̰ϥΠンは04ｍ、yϥΠンは00ｍにたる。ࠃ土࠲ඪ系にもとづく地区名はʮ(4ʵr9区ʯのよう

にද記する。

なお、城陽+$T・*$の建設にう発掘調査では、多の調査区を設͚ているが、100ｍをӽえ

る調査区はほとんどないため、大区ըの地区ׂ名を調査時にද記していないことが多い。

報告にあたっては、島畑をはじめ各遺構が検出された地区名を໌記したが、遺構の規模が大き

いものにͭいては、一෦の地区名に代දさせてද記した。また、ݸ々の遺構ਤには小地区ׂの基

४となるϥΠン名をද記した。

̒ʣجຊతͳং

ここでは、平成23年から平成27年までの調査成Ռをふまえて、調査ର地શ体の基ຊతな

層ংにͭいて報告する。また、ݸ々の調査区の層ংにͭいては、各調査区の項で記ड़する。

まず、調査前のঢ়گを֓؍しておく。調査前の土地利用は、基ຊతに水田、もしくは水田面よ

りも１ｍ前後高くなった高まりを利用した畑地が広がっていた。後者が、いわΏるʮ島畑ʯであ

る。城陽市に所在する島畑では、ߐ戸時代から大正時代にか͚て広ൣғに໖やՌ樹ഓなどが行

われていた。寺田地区のࠃ道24号（大ٱอバΠύス）よりも西ଆには、ݱ在も寺田ΠϞやΠνδΫ

などのഓを行う島畑が多くଘ在している。また、文化ிのʰ林水産ۀに関࿈する文化త؍ܠ

のอ護に関する調査研究 （ɦ平成15年）では、ʮ畑地؍ܠʯの種別で、 城陽市所在のʮ木津川ྲྀ

域の島畑ʯが͛ܝられている。調査ର地प辺には、ࠃ道24号（大ٱอバΠύス）や京ಸ和ࣗಈं

道城陽ΠンターνΣンδなどがあり、これらとฒ行もしくはަࠩするように新名ਆ高道路なら

ͼに城陽+$T・*$が建設されることになった。

次にݱ在の水田面のඪ高にいて֬認しておきたい。南北ํ向にݟて行くと、下水主遺跡̤地

区ۙで15.0ｍ、ಉ̡地区ۙで14.6ｍ、ಉ̝地区ۙで15.4ｍ、ಉ%地区ۙで15.7ｍ、ಉ̗地

区ۙで16.0mである。一ํ、東西ํ向にݟて行くと、水主ਆ社東遺跡̘地区ۙで15.6m、ಉ

̖地区ۙで15.6ｍ、下水主遺跡̙地区ۙで15.7ｍ、ಉ̛地区西で15.6ｍである。ݱ水田面

のඪ高からみると、南北ํ向では、下水主遺跡̡地区ۙが࠷もく、このۙから北と南に向

かってঃ々に高くなる。ͦして、木津川に࠷もۙい下水主遺跡̗地区ۙが࠷も高くい。一ํ、

東西ํ向では、あまり大きなม化がݟられず、おおΉね平ୱである。いずれにしても下水主遺跡

̗地区ۙがもっとも高くなることがࢦఠできる。

次に第６ਤに示した柱ঢ়ਤをもとに調査ର地の土層のঢ়گにͭいて֓؍する。おおΉねݱ水

田にうްさ10～20Dmほどの࡞ߞ土やচ土が認められる。この下に୶ԫ৭砂層・ઙԫ৭砂層・

੨փ৭砂࣭土などの砂層を主体とするଯ積層がある。これらは調査地によってްさがҟなる（20

～80Dm）ほか、砂層が֬認されなかった調査地もある。この砂層は木津川の൙ཞによるもの
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とਪఆされるが、砂層のଯ積した時期やճなどのৄࡉはෆ໌である。この下に੨փ৭೪࣭土・

փ৭シルτ・փ৭シルτなどのシルτないし೪࣭土がଯ積する。これらは島畑の溝ঢ়遺構にଯ

積したもので、࠷ऴతには島畑ͦのものの上面にまでୡしていることが多い。これらをআڈする

と、島畑が検出される。

島畑は土層断面の؍によると、中世前（13世ل前後）に形成され、おおΉねಉ一地で、溝

のଯ積土を掘削し、ͦれを島畑の上෦にり上͛ることを܁りฦしていたことが໌らかになって

いる。島畑は、中世に形成された後、ۙ 世のあるஈ֊までܧଓしてӦまれたようである。ͦの後、

島畑のपғに広がる溝ঢ়遺構が、ߑ水にう砂層やシルτ࣭系のଯ積土によって埋している

と考えられ、多くの島畑でͦれを෴うようなଯ積層が֬認されている。これҎ߱、島畑のपғが

水田にม化していったと考えられる。ただ、ͦの具体తな時期は໌らかになっていない。

ॳ期の島畑の多くは、ͦれҎ前からଘ在するൺֱత҆ఆした地層を削りࠐんで溝ঢ়遺構を形成

し、いわば҆ఆした地層を掘りして島畑を形成している。島畑の基൫層はփԫ৭シルτࠞじり

もॳ期の島࠷。砂・҉փԫ৭೪࣭土・Φリーϒփ৭シルτなどの೪࣭土やシルτが主体となるࡉ

畑上面のඪ高は、水主遺跡̤地区ۙで14.0ｍ、ಉ̡地区ۙで13.6ｍ、ಉ̝地区ۙで14.1ｍ、

ಉ̛地区西で14.5ｍ、ಉ̙地区ۙで14.5ｍ、ಉ̗地区ۙで14.7mである。一ํ、水主ਆ社東

遺跡̘地区ۙで14.4m、ಉ̖地区ۙで14.4ｍ、ಉ̗地区ۙで14.8ｍである。したがって、島

畑の上面のඪ高は、おおΉねݱ水田面のඪ高にରԠした高ࠩをಡみऔることができる。このこ

とは、島畑形成時の小規模な地形のى෬がݱ在の水田面の形成に、多গなりともӨڹを༩えて

いることを示しているといえる。

とこΖで、島畑は҆ఆした地層を掘りして形成されるため、島畑の上面、もしくは島畑の上

෦を10～30Dm掘り下͛ることで下層の遺構が検出される場߹がある。ここで検出される遺構の

多くは弥生時代から古代にか͚てのものである。また、溝ঢ়遺構のఈで、こうした遺構や遺物แ

含層が֬認されることはあまり多くないが、̖地区の調査では多の柱穴を溝ঢ়遺構のఈで検出

した。これにରして下水主遺跡̡地区ۙでは、島畑をશにআڈした下層で、ೄ文時代のچ地

形を検出した。

砂・҉փԫ৭೪࣭土・Φリࡉ後に、ઌにもふれたが、基൫層は基൫層はփԫ৭シルτࠞじり࠷

ーϒփ৭シルτなどの೪࣭土やシルτである。この೪࣭土やシルτの下層のঢ়گを֬認するため、

北の下水主遺跡̣地区から南の下水主遺跡̖地区まで、Կか所かで断ちׂりを࣮ࢪして੨փ৭

೪土を֬認した。੨փ৭೪土の上面はおおよͦඪ高12.0～12.5ｍであることから、上ड़のԫ৭

系೪࣭土が形成されるҎ前の水成ଯ積による೪土層と考えられる。

̓ʣ報告ॻ࡞ۀ࡞ʹ͍ͭͯ

下水主遺跡・水主ਆ社東遺跡の報告書の࡞成にあたっては、調査をऴえた調査区からॱ次、

理ۀ࡞にண手した。理ۀ࡞は、まず、出土遺物のாొ録とચড়を行った。ચড়のऴわった遺

物は、記や߹を行った。今ճの報告では、下水主遺跡̖～̘地区߹わせて理ശにして253

ശの土器や石器が出土した。また、500をえる木製品や加ࡐなどが出土した。これらは、
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古墳時代前期を中৺に、弥生時代中期から中世までにҐஔづ͚られる。記や߹がऴྃすると、

報告書にࡌܝすき遺物をબ別し、࣮測やຊを行った。

また、ݱ地で࡞成した࣮測ਤをもとに、遺構ਤのϨΠΞτۀ࡞を行い、τϨースۀ࡞にண手

した。遺構ਤの࡞成にあたっては、原ଇ、Ҏ下のような基ຊํのもと࡞成した。調査区の遺構

ஔਤはॖई1/500、島畑平面ਤはॖई1/200、土層断面ਤはॖई1/100、溝はॖई1/100で、土坑・

柱穴はॖई1/40ないし1/20、遺物出土ঢ়گਤはॖई1/20で、ͦれͧれ࡞成した。

城陽+$T・*$の建設にう下水主遺跡・水主ਆ社東遺跡の報告書は、平成27年、平成28年

にͦれͧれ１冊ずͭץ行した（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第167・168冊）。平成29年はる̎冊

の報告書ץ行を行うものである。なお、城陽+$T・*$の建設にう発掘調査は平成27年をもっ

てऴྃしている。 

ຊ報告書に関する基ຊతな理ۀ࡞や、土器や木製品などの遺物の࣮測、遺構ਤのτϨース࡞

、Өなどは、おおΉね平成28年までにऴྃした。࣮測した遺物のうちࡱ木製品などのࣸਅ、ۀ

෮ݩՄ能なものにͭいては石ߣによる෮ݩを࣮ࢪした。෮ݩできた遺物やഁยࢿྉの遺物にͭい

て、ࣸਅࡱӨを行い、遺物ࣸਅਤ൛としてࡌܝした。平成29年は、ຊ文の執චをはじめ、ࣸਅ

ਤ൛の࡞成や؍දの࡞成を行い、さらに報告書の編集ۀ࡞を行った。なお、࠷ऴతにຊ報告

にࡌܝした遺物は1009である。

ຊ報告のうち、事࣮報告は、ݱ地調査を୲した高野陽子・筒井崇史・福山博章のほか、古式

土師器の一෦を桐井理揮（ݱ京都府教ҭҕһ会）が、木製品の一෦を高橋　悠（໋ཱؗݩ大ֶ大ֶ

Ӄ文ֶ෦博士՝ఔ前期）がͦれͧれ執චし、શ体の文章の調を高野・筒井が行った。また、

弥生土器は長友朋子（໋ཱؗ大ֶ文ֶ෦教त）、吉村慎太郎（໋ཱؗ大ֶ大ֶӃ文ֶ෦博士՝ఔ前

期）が執චした。૯ׅは、ࣗવ化ֶੳの成Ռをड͚、各୲者間のҙݟを調した上で、高野・

筒井྆名でまとめた。

（筒井崇史）
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̐ ɽݕ ग़ 遺 ߏ

̍ʣ̖ ۠ͷݕग़遺ߏ

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊং

̖地区は、城陽+$T・*$の建設にう発掘調査区としては࠷も南西にҐஔする。北ଆには̗地

区がҐஔする。調査区はおおΉね南をとする三֯形にۙい形ঢ়をఄする。શ長約55ｍ、北辺

の幅約26ｍで、北東֯をܽく形ঢ়の調査区である。ݱ地ද面のඪ高は、調査区西෦はおよͦ

16mで、東෦は１ஈ高くなっており、およͦ16.4mである。調査の݁Ռ、上層・中層・下層の

３面の遺構面を֬認した。ݱ地ද下0.5～0.9ｍで、上層遺構として、中世からۙ世にか͚ての島

畑̎基、溝ঢ়遺
	㉅̕ㅮ

構３などを検出した（第̔ਤ）。島畑を0.7ｍ前後掘り下͛た݁Ռ、中層遺構と

して、おもに飛鳥時代からಸྑ時代ॳめにか͚ての井戸１基、土坑̑基のほか、柱穴300基Ҏ上

などを検出した（第11ਤ）。中層遺構の柱穴群は、島畑にう溝ঢ়遺構のఈ面でも多検出した。

中層遺構面を検出するための島畑の掘り下͛のաఔで大ྔの飛鳥時代の土器が出土した。中層遺

構面から約0.1ｍ掘り下͛たとこΖ、下層遺構として古墳時代前期の溝３を検出した（第24ਤ）。

これらは島畑の下層で検出したもので、溝ঢ়遺構にԆͼる෦では、溝ఈの一෦を検出したにと

どまる。なお、̖・̗྆調査区の間にはܣを設͚ず一体の調査区として調査を進めた。調査面

積は上・中層（第４次調査）で940㎡、下層（第６次調査）で600㎡である。出土した遺物は理ശ40

ശである。

基ຊతな層ং（第10ਤ）は、࡞ߞ土やচ土、上෦にଯ積した層などをআڈすると、ԫ৭を主体

とする島畑とփ৭系のૈ砂を主体とする溝ঢ়遺構を֬認した。島畑の෦では、土のほか、ԫ

砂やփΦリーϒ৭シルτなどから飛鳥時代を主体とする大ྔの土器が出土し、ಉ時期のࡉۃ৭

地層ないし遺物แ含層とਪఆされる。一ํ、溝ঢ়遺構ではփ৭やփԫ৭、ઙԫ৭などのૈ砂な

いしࡉ砂のଯ積が主体であり、ଞの溝ঢ়遺構でみられるような೪性の高いシルτ層のଯ積がほと

んどみられなかった。このため、水していたঢ়گはఆしにくい。また、土層断面ਤからは࠷

ॳ期の島畑の上層ଆに溝ঢ়遺構の埋土などをり上͛て島畑の֦ுしていることも֬認できる。

これらの下層に基൫層としてփ৭ないしփΦリーϒ৭のシルτが広がる。

ʢ̎ʣ্ 遺ߏ

ౡാ31ʢ̨̭�3ʣ（第̕ਤ）　調査区の東෦で検出した（,5ʵp8区ほか）。南北ํ向の島畑であ

るが、北෦は溝ঢ়遺構̨̙345との関わりがෆ໌ྎであった。調査区東辺ۙが東ଆにҐஔす

る溝ঢ়遺構̨̙06の西ݞにたる。島畑の土層断面の؍（第10ਤ上ஈ）によると、基ఈ෦である

փΦリーϒ৭೪土ࠞじりシルτ（̕層）の上෦にփΦリーϒ৭シルτやԫ৭シルτࠞじりࡉ砂な

ど（６～̔層）の層ংが֬認でき、６層上面が࠷ॳ期の島畑である。ただし、後ड़するように̔層

からは大ྔの飛鳥時代の土器が出土したことから、これは島畑の土ではなく、ͦれҎ前の地

層や遺物แ含層と考えられる。島畑の規模は、検出長34.1ｍ、上面検出幅10.3ｍ、基ఈ෦検出幅

12.ｍ、高さ0.7m前後である。島畑の上面のඪ高はおよͦ15.5ｍである。島畑上面では、南北ํ向

のૉ掘り溝̨̙05を検出した。̨̙05は検出長17.1ｍ、幅2.5ｍ、ਂさ0.2ｍ前後である。埋土は
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第̓ਤ　下水主遺跡１・４・６次調査遺構ஔਤ（1/2,500）
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第̔ਤ　下水主遺跡̖～̘地区上層遺構（島畑）平面ਤ（1/600）
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փ৭ࡉ砂で、ۙ世Ҏ߱に島畑上で掘削された溝と考えられる。幅が広いことから࡞ߞにうもの

ではなく区ը溝であるՄ能性が高い。また、島畑の西ଆのࣼ面では、護岸のためにଧたれた杭を

多֬認した（ਤ൛第６ （ɻ1））。なお、ࢪされた時期は検出した層Ґからۙ世Ҏ߱とਪఆされる。

遺物は土師器や須恵器、੨࣓、ಃ器などが出土した。時期は中世前であΖう。

ౡാ3�ʢ̨̭�1ʣ（第̕ਤ）  調査区の西෦で検出した（,5ʵp11区ほか）。南北ํ向の島畑であ

るが、島畑31とಉ༷、北෦は溝ঢ়遺構̨̙345との関わりがෆ໌ྎであった。東෦を֬認し

たもので、西෦は調査区外となる。島畑の土層断面の؍（第10ਤ下ஈ）によると、基൫層であ

るփ৭ࡉۃ砂ࠞじりシルτ（17層）の上෦にփԫ৭ࡉۃ砂やにͿいԫ৭ࡉ砂など（13～16層）の層

ংが֬認できる。14・16層からは、島畑31ಉ༷、飛鳥時代の土器が出土することから、島畑の

土ではないՄ能性が高い。島畑の規模は、規模は検出長52.0ｍ、上面検出幅6.6ｍ、基ఈ෦検出幅

8.1ｍ、高さ0.7m前後である。島畑の上面のඪ高はおよͦ15.5ｍである。島畑上面では、南北ํ向

のૉ掘り溝̎（̨̙07・10）と土坑̎基（̨̠08・09）検出した。̨̙07・10はશ長４ｍ前後、幅

0.5～0.9ｍ、ਂさ0.15ｍ前後である。̨̠08は長ପԁ形をఄし、શ長3.0ｍ、幅1.0ｍ、ਂさ0.1ｍ前

後である。土坑ではなくૉ掘り溝のՄ能性もあるが、島畑の主࣠にରしてࣼ行するため、土坑と

判断した。̨̠09はほ΅ԁ形をఄし、0.8ܘｍ前後、ਂさ0.25ｍ前後である。また、島畑の東ଆ

のࣼ面では、島畑31ಉ༷、護岸のためにଧたれた杭を多֬認した。ࢪされた時期もಉじくۙ

世Ҏ߱とਪఆされる。遺物は土師器や須恵器、ಃ器などが出土した。時期は中世前であΖう。

島畑31と島畑32の間で検出した（,5ʵp10区ほか）。南北ํ向の溝　（第̕ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

ঢ়遺構である。溝ঢ়遺構の土層断面の؍（第10ਤ下ஈ）によると、基൫層であるփ৭ࡉۃ砂ࠞじ

りシルτ（17層）の上෦に、փ৭ૈ砂（12層）やにͿいԫ৭ࡉ砂ࠞじりૈ砂（11層）のߑ水に由来する

と考えられる砂層のଯ積があり、ͦの上෦に島畑の土と考えられる৭ࡉ砂（10層）がある。ͦ

の上෦にएׯの間層をڬんでઙԫ৭ૈ砂（６・̓層）の、やはりߑ水に由来すると考えられるૈ砂

層のଯ積がある。この上෦に島畑の土とࢥわれるにͿいԫ৭ૈ砂（̑層）がある。ͦの上෦に

はߑ水に由来すると考えられるઙԫ৭ૈ砂（４層）やփ৭ࡉ砂ࠞじりૈ砂（１層）などがଯ積する。

このようにߑ水によるଯ積と、ͦの上෦に҆ఆした土砂による土を行うことが܁りฦされて島

畑が形成されていることが֬認できる。規模は検出長約44ｍ、幅5.8～6.0ｍ、ਂ さ0.8m前後である。

遺物は、島畑31دりで12～13世لの੨ന࣓小ᆵ֖ഁย１が出土したのをはじめ、須恵器や土師

器、ಃ器などのほか、北મが出土した。時期は中世前であΖう。

。島畑31の東ଆ、調査区東辺にॏෳして検出した（,5ʵR7区ほか）　（第̕ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

南北ํ向の溝ঢ়遺構である。島畑31の土層断面の؍（第10ਤ上ஈ）によると、埋土はփ৭ࡉ砂（̑

層）などである。検出長13.1ｍ、検出幅0.7～1.2ｍ、ਂさ0.6ｍҎ上である。遺物は土師器や須恵器、

。器、ಃ器などが出土した。時期は中世前であΖうנ

地区の島畑31・32と̗地区の島畑34・35の間で検出した（,5ʵ̖　（第̕ਤ）��3̨̙ߏঢ়遺ߔ

o6区ほか）。東西ํ向の溝ঢ়遺構である。溝ঢ়遺構のఈ面は、基൫層であるփΦリーϒ৭೪土ࠞ

じりシルτや飛鳥時代の地層ないし遺物แ含層とࢥわれるփΦリーϒ৭シルτなどを掘りࠐん
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第̕ਤ　̖地区島畑31・32平面ਤ（1/250）



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-ùÿ-

で形成されている。規模は検出長29.5ｍ、ਪఆ幅7.8ｍ、ਂさ0.7m前後である。遺物は土師器がগ

ྔ出土したのみである。時期はप辺の遺構とಉじく中世前であΖう。

ʢ̎ʣத遺ߏ

Ҫ112̨̚ށ（第12ਤ）　調査区北෦で検出した（,5ʵp11区ほか）。一辺3.3ｍఔのํ形掘形を

辺は上ड़の柱穴群とほ΅ಉじように、北に࢛ち、ਂさは検出面から1.3ｍである。井戸掘形の࣋

ରして42°西にৼる。井戸掘形内には建ங෦ࡐをస用した井戸がํ形にまれていた。井戸

は内法の一辺が1.0ｍ前後のํ形をఄする。なお、井戸ఈのඪ高は12.7ｍである。

井戸は、۱࢛に柱をཱてない構で、࠷下෦に長さ90～100Dm、幅20Dm前後、ްさ2.5～

4.4Dmの൘ࡐを北西ยをআく三ํに、北西ยには長さ104Dm、13～̕ܘDmのؙ太ࡐを利用して、

ํ形にんでいる。ͦ の上෦に断面ԁ形のؙ太を各辺４～̑ຊずͭを井ܻঢ়にんで基෦とする。

ͦのഎ後にॎ൘をཱてていく構である。ॎ൘をݻఆするためのԣࢅを使用するが、基෦࠷上ஈ

のؙ太から約0.2ｍ上で検出した。検出したのは１ஈのみである。ԣࢅに使用されていたのは

ؙ太ࡐで、長さ90Dm前後、̔ܘDm前後である。ただ、ԣࢅのݻఆํ法はे֬認できなかった。

基෦を構成しているؙ太は、10～̓ܘDm、長さ90～110Dmのもので、樹ൽがଘしていたも

のもある。また、ؙ太のほかに、建ங෦ࡐをస用した൘ࡐも使用されていた。ؙ太はྡり߹う辺

をみ߹わせるため、ࡐの一෦を大きくፘっておޓいがみやすくなるようにႡりࠐみをいれて

いる。基෦の高さは0.35～0.45mである。

第10ਤ　̖地区島畑31・32土層断面ਤ（1/100）
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第11ਤ　̖～̘地区中層遺構平面ਤ（1/600）
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第12ਤ　̖地区井戸̨̚112࣮測ਤ（1/30）
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ॎ൘は、一辺に̎～４ຕずཱͭてられていた。ॎ൘はଘ長56～85Dm、幅15～55Dmである（第

145ਤ、第147ਤ994、第147ਤ1006・1007）。ॎ൘のなかには井戸とは関係ない൶の࣠がみられ

るものもある	第145ਤ982～985）ことから、൶ࡐなどの建ங෦ࡐをస用したと考えられる。

井戸のఈには、͛ۂ物やෑなどの遺構・遺物は認められなかった。

一ํ、掘形は、検出面から0.4～0.5ｍほど下がったとこΖで、幅0.4ｍほどのݘりঢ়の平ୱ面

がみられ、掘形ͦのものは一辺2.2ｍほどと、一ճり小さくなる。この掘形は、࠷下෦にਾえら

れた൘ࡐの上෦に向かってࣼめに掘られている。࠷下෦の൘ࡐはํ形にまれているため、൘ࡐ

の上෦までは広く掘ったものの、൘ࡐは井戸のఈとしてඞ要なൣғのみを掘削したと考えられる。

井戸内の埋土は、શൠతにփΦリーϒ৭シルτないしΦリーϒ黒৭シルτが多い。遺物の出

土ঢ়گから、埋にࢸるまで、いくͭかのஈ֊があったと考えられる。࠷下層では、木の༿や種

子などの২物遺ଘ体も多く認められた。井戸の掘形埋土は҉੨փ৭シルτ（１層）を基ຊとするが、

南西ଆの土層断面ではփ৭೪土や黒৭೪土などのଯ積（̎～4層）が認められることから、̎～４

層が埋まったあとに、再掘削しているՄ能性がある。

遺物の出土ঢ়گとしては、井戸内の上層からは、൘ঢ়の木製品（第147ਤ995・996ŋ1000、第

148ਤ1002～1004、第14ਤ1005）や須恵器・土師器ย（第132ਤ697・704・706）などが出土した。൘

ঢ়木製品は井戸の一෦として使用されていたものか、井戸の埋のաఔでഇغされたものかは

断ఆできなかった。井戸の下層から土師器ᙈ̓と須恵器平ළ１（第132ਤ699～703・708）が

まとまって出土した。また、͛ۂ物のఈ൘なども出土した（第149ਤ1008・1009）。いずれも井戸

のഇغにってغされたものであΖう。時期は飛鳥時代であるが、よりৄしい時期は出土した

器種にภりがあるためෆ໌である。

なお、̨̚112は飛鳥時代の井戸であるが、井戸の一෦に建ங෦ࡐをస用しており、井戸の

ӦҎ前にこれらを利用した建物が建っていたՄ能性もある。

1�7̨̠（第13ਤ）　調査区中ԝ෦、やや東دりで検出した（,5ʵu9区ほか）。平面形はෆ

形な形ঢ়をఄする。南北3.0ｍ、東西2.6ｍを検出した。ਂさは0.2～0.3mである。埋土は大き

く̎層にかれ、上層が໌փԫ৭ࡉ砂、下層がփԫ৭ࡉۃ砂で、ともに化物を含Ή。埋土から

ややまとまった土師器ഋ̖・̖ࡼ・ᙈ、須恵器ഋ̝֖・ഋ̜・ಉ֖・ࡼ・ᆵなどが出土した（第

134ਤ737～747）。時期は飛鳥時代中ࠒから後と考えられる。

33̨̠�（第13ਤ）　調査区南෦で検出した（,5ʵx12区ほか）。平面形は۱ؙํ形ঢ়をఄす

るが、遺構の西辺は調査区外となる。南北3.5ｍ、東西1.0ｍ、ਂさ0.3mである。埋土は上層がԫ

৭೪࣭土である。下層にはがগྔࠞじる。埋土からややまとま৭೪࣭土、下層がにͿいԫ

った土師器ᙈ・高ഋ٭෦・ࠋ、須恵器ഋ̝・ಉ֖などが出土した（第133ਤ725～734）。時期は飛

鳥時代前と考えられる。

�3̨̠�（第13ਤ）　調査区中ԝ෦、やや東دりで検出した（,5ʵu8区ほか）。平面形はෆ

形な形ঢ়をఄする。南北3.0ｍ、東西2.6ｍを検出した。ਂさは0.2m前後である。埋土はԫփ

৭ࡉۃ砂である。埋土から土師器ು、須恵器ഋ̝などが出土した（第134ਤ735・736）。時期は飛
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第13ਤ　̖地区土坑̨̠197・239・335࣮測ਤ（1/60）

鳥時代前と考えられる。

3̨̠��（第13ਤ）　調査区中ԝ෦、東辺ۙで検出した（,5ʵW8区）。平面形は۱ؙํ形

をఄするが、南西ଆは断ちׂりを行ったため֬認できなかった。長辺0.7ｍ、辺0.5ｍである。

ਂさは0.1m前後である。埋土はにͿいԫ৭シルτである。小規模な土坑であるにもかかわらず、

埋土から土師器ഋないし、須恵器ഋ̝・ಉ֖などの土器が出土した（第133ਤ710～713）。時期

は飛鳥時代前と考えられる。

3̨̠��（第13ਤ）  調査区東นの中ԝ෦ۙで検出した（,5ʵW9・͆9区）。溝ঢ়の遺構の

Մ能性もあるが、ここでは土坑として報告する。形ঢ়はෆ形で、長࣠2.4ｍ、࣠1.7ｍ、ਂさ

0.25ｍ前後である。埋土はにͿいԫ৭シルτである。埋土からややまとまった遺物が出土した。

土師器ഋ̘・ᙈ、須恵器ഋ̝・ಉ֖などが出土した（第133ਤ714～724）。時期は飛鳥時代前と
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考えられる。

Ҏ上の土坑群は、土৭のม化が認められたため、土坑として調査、報告するが、࣮ࡍには地

層もしくはแ含層から多の土器群が出土していることから、場߹によってはこれらの土坑群が

地のࡍの１୯ҐであるՄ能性も考えられる。

ப݀܈（第14・15ਤ）　300基Ҏ上の柱穴を検出した。一辺0.7ｍ、ਂさ0.45ｍのൺֱత大ܕの柱

穴が多くݟられる。柱ࠟや柱あたりを໌ྎに֬認できるものが多い。しかし、建物としてみ߹

うものが֬認できず、ઢঢ়にฒͿ柱穴ྻを̓෮ݩした（̨̖356～363）。ただ、ਤ示した̓

の柱穴ྻもあくまでも෮ݩの一Ҋにա͗ず、֬ఆతなものではない。これらの柱穴ྻから、北に

ରして15～36°西に主࣠をৼる掘ཱ柱建物やࡤなどのଘ在がఆできる。すての柱穴からでは

ないが、土師器ยや須恵器ยが出土している。時期を໌らかにできないࢿྉも多いが、おおよͦ

飛鳥時代にҐஔづ͚られる。なお、これらの柱穴には、ઌ行する柱穴がഇઈしたのち、地を

行ってから新たに柱穴を掘削しているものがある。この地層、または遺物แ含層を中৺に飛鳥

時代の須恵器ഋ̝・ഋ̜、土師器・ഋ・ࡼなどが大ྔに出土した（第135～139ਤ）。

ப݀ྻ̨̖3��（第14ਤ）　調査区中ԝ෦、西辺دりで検出した（,5ʵt12区ほか）。柱穴̨̥

28・27・22・20・100から構成され、小規模な柱穴である̨̥25も含まれるかもしれない。શ長

は7.2ｍҎ上である。北にରして36°西にৼる。柱穴は、一辺0.5～0.6ｍのํ形のものが多く、ਂ

さは0.3～0.5mである。柱穴間の間ִは1.1～2.5ｍで、ややばらͭきがある。

ப݀ྻ̨̖3�7（第14ਤ）　調査区中ԝ෦、西辺دりで検出した（,5ʵu12区ほか）。柱穴̨̥

17・16・83・73から構成される。શ長は4.2ｍҎ上である。北にରして36°西にৼる。柱穴は、一

辺0.4～0.6ｍのํ形のものが多く、ਂさは0.1～0.3mである。柱穴間の間ִは1.1～1.8ｍで、ややば

らͭきがある。

ப݀ྻ̨̖3��（第15ਤ）　調査区北෦、やや東دりで検出した（,5ʵr9区ほか）。柱穴̨̥

122・300・109・208・181・161・148・168から構成され、今ճ検出した柱穴ྻではશ長13.7ｍと、

。も長い。柱穴間の間ִは1.0～2.0ｍであるが、1.5～1.7ｍに多く集まる。、北にରして35°西にৼる࠷

柱穴は、一辺ないしܘが0.4～0.7ｍのํ形またはԁ形のものが多く、ਂさは0.2～0.3mである。

ப݀ྻ̨̖3��（第15ਤ）　調査区中ԝ෦、東دりで検出した（,5ʵt8区ほか）。柱穴̨̥159・

154・75・185・317・117から構成される。શ長は8.6ｍである。北にରして31°西にৼる。柱穴は

0.6～0.4ܘｍのԁ形が主体で、ਂさは0.2～0.3mである。柱穴間の間ִは0.9～3.0ｍで、̨̥317

と̨̥117の間が長いが、主体తな間ִが1.5ｍ前後であることから、間に柱穴が１ͭあったՄ能

性はある。

ப݀ྻ̨̖3��（第15ਤ）　調査区北෦、やや東دりで検出した（,5ʵR8区ほか）。柱穴̨̥

248・250・260・300から構成される。ただし、̨̥300は、柱穴ྻ̨̖358にうものかもしれな

い。શ長は9.8ｍである。北にରして32°西にৼる。柱穴は一辺0.4～0.5ｍのํ形のものが多く、ਂ

さは0.1～0.4mである。柱穴間のڑは1.5～3.1ｍで、ややばらͭきがある。

ப݀ྻ̨̖3�1（第15ਤ）　調査区中ԝ෦、やや東دりで検出した（,5ʵt8区ほか）。柱穴̨̥
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第14ਤ　̖地区柱穴群࣮測ਤ１（1/100）
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第15ਤ　̖地区柱穴群࣮測ਤ （̎1/100）
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第16ਤ　̖地区溝̨̙349・350࣮測ਤ（1/50）

166・162・156・235・140から構成される。શ長は10.0ｍである。北にରして15°西にৼり、ほか

の柱穴ྻとは主࣠のํҐが大きくҟなる。柱穴は一辺0.4～0.6ｍのํ形のものが多く、ਂさは0.1

～0.2mである。柱穴間の間ִは2.1～3.4ｍで、̨̥235と̨̥140の間が長いものの、ଞの間ִは

ほ΅ۉである。

ப݀ྻ̨̖3��（第15ਤ）　調査区北෦、東دりで検出した（,5ʵr8区ほか）。柱穴̨̥253・
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50・103・105・284・287から構成され、柱穴̨̥251も含まれるかもしれない。શ長は8.1ｍҎ上

である。北にରして33°西にৼる。柱穴は一辺0.4～0.6ｍほどのํ形のものが多く、ਂさは0.2～

0.3mである。柱穴間の間ִは1.6～1.7ｍで、ほ΅ۉである。

ப݀ྻ̨̖3�3（第14ਤ）　調査区北෦、西دりで検出した（,5ʵp9区ほか）。柱穴̨̥62・

214・87・41から構成されるが、̨̥214は柱穴ྻの࣠ઢからएׯずれる。શ長は12.0ｍである。

北にରして28°西にৼる。柱穴は一辺0.5～0.6ｍのํ形のものが多く、ਂさは0.2～0.3mである。

柱穴間の間ִは2.8～3.2ｍで、ほ΅ۉである。

ʢ̏ʣԼ遺ߏ

調査区の北東෦で検出した（5,ʵR7区ほか）。北にରして40°ないし50°　（第16ਤ）��3̨̙ߔ

西にৼる。検出長10.6ｍ、幅0.6～1.0ｍ、ਂさ0.2ｍである。埋土は大きく３層にかれ、上層は

ઙԫ৭シルτ、中層はփΦリーϒ৭シルτ、下層は҉Φリーϒ৭シルτで、下層には化物がࠞ

じる。遺物は上層から古墳時代前期の土器が多出土した（第72ਤ̔～第73ਤ26）。すぐ南西ଆで

ほ΅ಉじํ向にྲྀれる溝̨̙350を検出した。溝̨̙349の時期は̗地区で検出した溝̨̙22とほ

΅ಉ時期の古墳時代前期である。

調査区の北東෦、溝̨̙349のすぐ南ଆで検出した（5,ʵr7区ほか）。北　（第16ਤ）��3̨̙ߔ

にରして42°西にৼる。おおΉね̨̙349とほ΅ಉじํ向にྲྀれ、తなॏෳ関係は認められな

いものの、溝ঢ়遺構̨̙355を検出した地まで྆溝をԆ長するとॏなるため、྆者はॏෳ関係

にあったと考えられる。ただし、྆者の新چ関係は໌らかでない。検出長12.3ｍ、幅1.0～1.3ｍ、

ਂさ0.3～0.4ｍである。埋土は大きく４層にかれ、上からԫ৭ࡉ砂、҉ԫփ৭シルτ、Φリ

ーϒ৭シルτ、にͿいԫ৭シルτである。遺物は土師器のഁยが出土したのみである。時期

は、出土した土師器ยや̨̙349との関係から古墳時代前期とਪఆされる。

りで検出した（5,ʵT8区ほか）。ͭながらないد調査区の中ԝ、東　（第17ਤ）3�1̨̙ߔ

෦もあるが、検出長11.1ｍ、幅0.3～0.7ｍ、ਂさ0.35ｍである。断面形は࿙ేঢ়である。埋土は

大きく̎層にかれ、上層がփԫ৭೪࣭土、下層がにͿいԫ৭೪࣭土である。遺物は土師器

ยが出土した。時期は古墳時代前期とਪఆされる。

ப݀ྻ̨̖3��（第25ਤ）　調査区南෦で検出した（,5ʵR10区ほか）。柱穴̨̥123・163・177・

171から構成される。ඞずしも一ઢにฒばないが、古墳時代の遺物がこれらの柱穴にݶって出

土することから、柱穴ྻとして෮ݩした。શ長は13.8ｍである。北にରして32°西にৼり、ۙ

する溝̨̙349・350とおおΉねಉじํҐである。柱穴のਂさは0.2m前後である。遺物は、各柱

穴から弥生土器ᙈや土師器高ഋ・༗ஈുなどが出土した。時期は古墳時代前期と考えられる。

̎ʣ̗ ۠ͷݕग़遺ߏ

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊং

̖地区の北ଆにしてҐஔする。平面形は北辺約50ｍ、南辺約26ｍ、南北の長さ約38ｍの形

ঢ়をఄする調査区である。ݱ地ද面のඪ高はおよͦ15.8mである。ݱ地ද下1.0～1.1ｍで、上層遺

構として島畑３基、溝ঢ়遺構３を検出した（第̔ਤ）。また、島畑をআڈすると、中層遺構とし
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第17ਤ　̖地区溝̨̙351・353、土坑̨̠352・354࣮測ਤ（1/100・1/50）
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て飛鳥時代から平҆時代にか͚ての溝̎、土坑４基などを検出した。中層遺構面にう遺物แ

含層、もしくは地層からは大ྔの飛鳥時代の土器群が出土した。中層遺構面を0.1～0.2ｍ下͛

ると、調査区の中ԝに、南南東から北北西にԆͼるྲྀ路ঢ়の遺構を１検出した。また、प辺の

ਫ਼査を進めると、下層遺構面の検出したಉ一面で弥生時代中期の土坑１基などを検出した。さら

に下層遺構のྲྀ路ঢ়遺構を掘すると、ͦの下層でも弥生時代中期のྲྀ路を֬認することができ

た。調査面積は1610㎡である。出土した遺物は理ശ207ശである。また、500をえる木製品・

加ࡐなどが出土した。

基ຊతな層ং（第18ਤ）は࡞ߞ土とࢥわれる黒৭೪性砂࣭土（１層）やփ৭砂࣭土（10層）などの

下層は、西෦ではްさ10Dmほどのほ΅水平なଯ積層（̎～̑層）が認められるのにରして、東෦

では層ংのཚれがあり、ԫ৭砂࣭土（14・15層）などがある。྆者のҧいは、下層の遺構のঢ়گ

にもおおΉねରԠしている。まず、西෦では１～̑層の下層は黒փ৭೪性砂࣭土（６層）で、溝ঢ়

遺構̨̙02の埋土である。ͦの下層は、҉փ৭シルτやփ৭シルτ（31・34・35層など）が再ͼ水

平にଯ積している。これらは̨̙02の下層埋土と考えられるが、特に35層は島畑35の下層にもԆ

ͼていく。東෦では土層のཚれが島畑の土と考えられるԫ৭～փ৭砂࣭土（12層）やփ৭

～赤৭ࡉ砂（22層）などの下層にまでୡしている。この下層にはԫ৭～҉৭೪࣭土（36層）や

҉փ৭シルτ（39層）、҉৭೪࣭土（40層）などがあり、より古い島畑と考えられる。

ただし、これらの層ংからは飛鳥時代から平҆時代にか͚て遺物が出土しているため、土で

はなく時のଯ積層、ͭ まり遺物แ含層のՄ能性が高い。これらの下層にたる҉փ৭೪࣭土（43

層）より下層のന৭ࡉ砂やԫ৭砂がࠞじる҉փ৭೪࣭土ないし黒৭シルτ（44～48層）は、下

層遺構として検出した溝̨̙22の埋土である。43・45層では古墳時代中～後期の須恵器や子࣋ち

。が出土しているۄޯ

また、45層よりも下層では古墳時代前期のཹ式土器とともに木製品や加木などが多出土

している。

ʢ̎ʣ্ 遺ߏ

ౡാ33ʢ̨̭31ʣ（第̔ਤ）  調査区の北東۱で検出した（,4ʵh24区ほか）。島畑は一෦しか֬認

していないが、南北ํ向の島畑とਪఆされる。島畑の断面؍（第19ਤ下ஈ）によると、基൫層で

あるΦリーϒԫ৭シルτ（28層）の上෦に、弥生時代中期の溝̨̙18を෴うփΦリーϒ৭ཻࡉ砂～

シルτ（23層）があり、これも基൫層といえる。この上෦には҉փԫ৭シルτ（20層）のްい層ংが

あり、この上面が࠷ॳ期の島畑と考えられる。20層からは遺物が出土せず、ৄ 、な時期はෆ໌でࡉ

かͭࣗવଯ積かどうかも断ఆできなかった。さらに20層の上෦に҉փ৭ཻࡉ砂（10層）があり、

これも島畑とみられる。この上෦にബい間層をڬんで、島畑33・34、溝ঢ়遺構̨̙32を෴うփΦ

リーϒ৭ཻࡉ砂～ૈཻ砂（15層）が広くଯ積する。規模は検出長13.1m、基෦検出幅9.1ｍ、上面検

出幅7.9m、高さ1.1mである。島畑上面のඪ高はおよͦ15.0ｍである。島畑上面ではૉ掘り溝を検

出しなかった。遺物も出土しなかったため、時期はෆ໌であるが、प辺の調査成Ռから中世と考

えられる。
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第18ਤ　̗地区中ԝ断ちׂり土層断面ਤ（1/100）
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第19ਤ　̗地区島畑33土層断面ਤ（1/100）

ౡാ3�（第20ਤ）  調査区のほ΅中ԝで検出した（,5ʵh4区ほか）。南北ํ向の島畑である。島

畑の断面؍（第18ਤ）によると、溝̨̙22の࠷ऴ埋土である҉փ৭砂࣭土（43層）の上෦にଯ積し

た҉փ৭シルτ（39層）や҉৭೪࣭土（40層）を島畑の基൫層としていると考えられる。39・40層

からは飛鳥時代の遺物が出土しており、このこΖの遺物แ含層と考えられる。ԫ৭ないし҉

৭೪࣭土（36層）の上面が࠷ॳ期の島畑にたると考えられる。この36層からもಸྑ時代の遺物が

出土しており、このこΖの遺物แ含層であるՄ能性がある。また、36層の東ଆの҉փ৭シルτ（38

層）も࠷ॳ期の島畑を構成する層ংであΖう。36・38層の上෦にはփ৭～赤৭ࡉ砂（22層）や

ԫ৭砂࣭土（15層）などの層ংが認められるが、土によるものなのかࣗવଯ積によるものなの

か、断ఆできなかった。22層の上෦がかなりཚされているが、原因はෆ໌である。なお、第

19ਤの҉փԫ৭シルτ（20層）や҉փ৭ཻࡉ砂（10層）などが島畑34の土にたると考えられ

る。規模は検出長34.5m、基෦幅12.6ｍ、上面幅8.8m、高さ0.5mである。島畑上面のඪ高はおよ

ͦ15.0ｍである。島畑の上面には後世のཚが認められたものの、ૉ掘り溝は֬認できなか

った。遺物は須恵器や土師器、ಃ器などが出土した。ৄࡉな時期はෆ໌であるが、प辺の調査成

Ռから中世と考えられる。
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第20ਤ　̗地区島畑34・35平面ਤ（1/250）

ౡാ3�ʢ第20ਤ）  調査区の西辺で検出した（,5ʵf10区ほか）。南北ํ向の島畑である。島畑の

断面؍（第18ਤ）によると、島畑34とಉ༷、溝̨̙22の࠷上層である҉փ৭೪࣭土（43層）の上෦

に溝ঢ়遺構̨̙02の埋土と考えられるփ৭シルτ（35層）が一୴ଯ積した後、ͦの上෦にはփ৭

೪࣭土（30層）、փ৭砂࣭土（28層）、৭砂࣭土（26層）などのଯ積が認められる。これらの上෦、

特に島畑35の東ଆにͭいて、大きく削平されたのか、層ংのཚれがあり、҉փ৭シルτ（31層）が

ްくଯ積する。30層の上෦が࠷ॳ期の島畑と考えられる。溝ঢ়遺構̨̙02のଯ積層との関わりか

ら、島畑34と島畑35の間には形成時期に時間ࠩがଘ在すると考えられる。規模はશ長35.2m、基



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-û３-

෦検出幅6.2ｍ、上面検出幅4.9m、高さ0.4mほどである。島畑上面のඪ高はおよͦ14.7ｍである。

島畑の大は調査区外にԆͼるためશ༰はෆ໌である。島畑上面では、南ۙで南北ํ向のૉ

掘り溝を̓検出した。このૉ掘り溝は検出長2.7～5.0ｍ、幅0.4～0.5ｍ、ਂ さ0.05～0.15ｍである。

ૉ掘り溝の埋土はփ৭ࡉ砂である。島畑の南෦の東ଆࣼ面には多の杭ࠟが認められた。護岸

のためのものであΖう。遺物は土師器や須恵器、ಃ器などが出土した。ৄࡉな時期はෆ໌である

が、प辺の調査成Ռなどから中世のものと考えられる。

。調査区の西෦、島畑34と島畑35の間で検出した（,5ʵf8区ほか） 　（第20ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

溝ঢ়遺構の土層断面؍（第18ਤ）によると、島畑34が形成された後のଯ積層であるփ৭シルτ（35

層）や҉փ৭シルτ（34層）があり、島畑35はこれらのଯ積層の上෦に形成されている。島畑35の

形成後のଯ積層としては҉փ৭シルτ（31層）や赤৭～ԫ৭砂（11層）などがある。࠷も新しい

ଯ積層として黒փ৭೪性砂࣭土（６層）がްくଯ積している。規模は検出長35.0m、幅11.3m、ਂ

さ0.5ｍ前後である。島畑のやఈ面には杭跡が多֬認された。島畑の่落などをぐための

護岸用の杭と考えられる。遺物は土師器や須恵器、נ器、ಃ器などが出土した。時期は中世前

である。

。調査区の東෦、島畑33と島畑34の間で検出した（,5ʵh2区ほか） 　（第̔ਤ）�3̨̙ߏঢ়遺ߔ

溝ঢ়遺構の土層断面؍（第19ਤ）によると、基൫層であるΦリーϒԫ৭シルτ（28層）の上෦にփ

Φリーϒ৭シルτ（21層）

がଯ積するが、21層の上

෦に島畑34・35が形成さ

れることから、ͦれҎ前

のଯ積と考えられる。こ

の上෦に̨̙32のଯ積層

として、Φリーϒփ৭シ

ルτ（19層）やփΦリーϒ

৭シルτ（18層）、҉փԫ

৭ૈཻ砂（17層）などがあ

る。これらの上෦に̨̙

32だ͚でなく、島畑34や

島畑35も෴うようにփΦ

リーϒ৭ཻࡉ砂～ૈཻ砂

（15層）が広くଯ積してい

る。規模は検出長28.4m、

幅12.6m、ਂさ0.7mであ

る。遺物は土師器や須恵

器、נ器、ಃ器などが出 第21ਤ　̗地区土坑̨̠15࣮測ਤ（1/20）
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第22ਤ　̗地区溝̨̙16・土坑̨̠17・19࣮測ਤ（1/100）
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土した。ৄࡉな時期はෆ໌であるが、中世前であΖう。

ʢ̏ʣத遺ߏ

後ड़する溝̨̙22がほ΅શに埋した上面とͦのप辺で飛鳥時代の遺構を検出した。検出し

た遺構としては溝や土坑などがある。また、１基だ͚であるが、平҆時代の土坑を検出した。

1̨̠�（第21ਤ）　調査区の南෦中ԝで検出した（,5ʵn10区）。平面形はややପԁؾຯ

のԁ形をఄし、長࣠0.9m、࣠0.75m、ਂさ0.6mである。埋土は大きく３層にかれ、上からΦ

リーϒԫ৭シルτ（１層）、҉փԫ৭シルτ（̎層）、փ৭೪土（３層）である。

遺物は黒৭土器や土師器ࡼなどが出土した。時期は、出土した黒৭土器から平҆時代中期（10

世ل代）と考えられる。

調査区の南෦で検出した（,5ʵm7区ほか）。後ड़する土坑̨̠17とॏ　 （第22ਤ）�1̨̙ߔ

ෳするが、前後関係になく、埋土も一கするので、ಉ時期の遺構とࢥわれる。検出長22.4m、幅

0.9～2.3m、ਂさ0.5m前後である。埋土は大きく̎層にかれ、上層が҉փ৭೪࣭ࡉ砂、下層が

փന৭ࡉ砂である。遺物は土師器ുや須恵器ഋ̝・ഋ̜・ഋ̗・ᙈなどが出土した（第142ਤ919

～928）。時期は飛鳥時代後である。

第23ਤ　̗地区土坑̨̠17・19࣮測ਤ（1/50）
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17̨̠（第22・23ਤ）　調査区南෦で検出した。平面形はややෆ形なପԁ形をఄし、

長࣠5.5m、࣠3.3m、ਂさ0.2mを測る。埋土は̨̙16とಉじଯ積で、෦తに࠷下層として҉

փ৭ࡉ砂が認められる。遺物は土師器ഋ̖・ഋ$・̖ࡼ・ᙈ・ࠋ、須恵器ഋ̝・ഋ̜・ഋ̗・ᆵ・

。ᙈなどが出土した（第140ਤ869～第141ਤ918）。時期は飛鳥時代後である・ݛ

1̨̠�（第23ਤ）　土坑̨̠17の北東෦にして検出した。平面形はややなԁ形をఄし、

長࣠1.2ｍ、࣠1.0ｍ、ਂさ1.0ｍである。埋土は҉৭೪࣭土である。埋土から須恵器ഋやᆵ

の体෦などが出土した。時期は古墳時代後期後とਪఆされる。　　　　　　　　　（筒井崇史）

̏ʣੜ࣌ʙݹ࣌ͷ遺ߏ

̗地区の下層遺構（第25ਤ）は、古墳時代の遺構として、古墳時代ॳ಄と古墳時代後期とਪఆさ

れる土坑̎基を検出し、さらに、古墳時代ॳ಄～古墳時代後期の溝１を検出した。また、弥生

時代の主な遺構として、弥生時代中期後༿の土坑１基と、ಉ時期とਪఆされる溝１、さらに古

墳時代の溝の下層遺構として弥生時代中期後༿の大規模なྲྀ路１を検出した。แ含層中から、

第24ਤ　#地区下層遺構平面ਤ（1/400）
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第25ਤ　"・#・$地区下層遺構平面ਤ（1/600）
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第26ਤ　̗地区土坑̨̠37・̨̠49 ࣮測ਤ（1/40・１/30）

ೄ文時代൩期のಥଳ文土器の小ยが出土したが、ೄ文時代の遺構は֬認されなかった。

Ҏ下、時代͝とに、各遺構にͭいてৄड़する。

ʢ̍ʣݹ࣌ͷ遺ߏ

37̨̠（第26ਤ）　̗地区の南西で検出したํ形の土坑である。長さ1.2ｍ、幅0.75ｍを測る。

遺構のଘঢ়گはѱく、上層は大きく削平されているとみられる。検出面でのਂさは、約̑～

10Dmを測る。ఈ෦はややى෬があり、Φリーϒ黒৭シルτを埋土とする。土坑内から土師器高

ഋの小ยが出土した。出土土器から、時期は古墳時代ॳ಄とਪఆされる。

̨̠��（第26ਤ）　̗地区西෦で、̨̙22にして検出したなํ形の土坑あるいは井戸

である。飛鳥時代の地層のআڈ後に検出したもので、̨̙22のݞ෦を一෦削平して掘削されて

いる。規模は、3.2ｍʷ3.8ｍを測り、ਂさは0.9ｍを測る。断面は࿙ేঢ়をఄし、下層でࡥまる形

ঢ়をなす。中ԝ෦はほ΅ਨにਂく掘りࠐまれ、埋土はփΦリーϒシルτを基調とする。ਂ࠷෦

は༙水にୡせず、溜め井戸のՄ能性がある。遺物は出土していないが、層ংや土層から、時期

は古墳時代後期Ҏ߱とみられる。

ʢ̎ʣੜ࣌ͷ遺ߏ

̨̠��（第27ਤ）　調査区の北西で、検出したなํ形の土坑である。長さ2.1ｍ、幅1.8ｍ、
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第27ਤ　̗地区土坑̨̠42・溝̨̙78࣮測ਤ（1/30・１/125）

検出面でのਂさは0.2ｍを測る。̨̙22の北ݞ෦で֬認し、土坑上層の一෦を̨̙22によって削

平される。土坑のఈ෦には、一෦にඃࠟ跡があり、埋土からম土や化物が出土した。土坑内

から多の土器ยが出土しているが、理ۀ࡞のաఔで、弥生土器の大形ᙈ１に෮ݩできるこ

とが判໌した。ᙈの各෦Ґはෆ規ଇにࢄ在して出土したことから、土器として使用され、埋ೲ

されたものではないとみられる。また、ᙈの体෦には̎次తなඃࠟ跡とみられる৭調のม化が

֬認される。こうしたから、ഁࡅされたᙈが土坑内でඃをड͚たとਪఆされ、Րを使用する

土器祭祀に関わる土坑のՄ能性がある。出土したᙈは、大形の戸内系ᙈであり、弥生時代中期

後༿にؼଐする。　

地区北東で検出した溝である。南東から北西からࣼ行する溝であ̗　（第27ਤ）�7̨̙ߔ

り、北นから東นにΉ͚て約̓ｍにわたって検出した。規模は、幅1.8ｍ、ਂさ0.7ｍを測る。溝

ఈのඪ高は、中ԝ෦で13.3ｍを測り、調査区内での溝のޯはۃめて؇やかで平ୱである。断面

はٯ形ঢ়をఄし、埋土は、փ৭シルτやΦリーϒ黒৭砂࣭シルτを基調とする。埋土下層には、

かな基൫土に由来する小೪土մが含まれ、人ҝతに掘削された溝とਪఆされる。遺物は֬認さࡉ

れないが、古墳時代ॳ಄Ҏ前の層ংにあり、̘地区の̨̙31の南東Ԇ長上にあることから、ಉ一
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の溝とみられる。̨̙31は、地にԊって、北西から南東掘削された溝であり、出土遺物から、

時期は̨̙22とほ΅ಉ時期の弥生時代中期後༿とਪఆされる。̨̙78は、検出地からさらに南

東の地で̨̙22からذし、̨̙31ଓく溝とਪఆされる。

ʢ̏ʣੜ࣌ʙݹ࣌ͷ遺ߏɹ̨̙��ͷ調査

̗地区北෦で検出した̨̙22は、調査区西にҐஔする木津川のྲྀとなるʮ൙ཞྲྀ路ʯの（

編１ࢀ
ㅭ㉅10


র）一ͭであり、弥生時代中期のࣗવྲྀ路の一෦を護岸したྲྀ路である。̨̙22は、護岸

によってࣗવྲྀ路の一෦にվมを加えられたものであり、人ҝతに理されたྲྀ路である。ͦの

後、弥生時代後期には一୴埋するが、ほ΅ಉじҐஔで古墳時代ॳ಄に再掘削される。こうした

から、̨̙22のとくにࣗવྲྀ路としての性֨をもͭ弥生時代のྲྀ路にͭいて記ड़する場߹には

ʮྲྀ路̨̙22ʯとし、古墳時代に人ҝతに掘削された溝にͭいて記ड़する場߹にはʮ溝̨̙22ʯ

として、ৄड़することにしたい。

平成24年に第１次調査を࣮ࢪし、̨̙22の平面తなྠֲを֬認し、෦తな掘り下͛を行った

（第28ਤ）。さらに、平成25年の第̎次調査において、ͦの下層を掘削し、平成26年の第６次

調査で、ͦの東ଆを֦ுして調査を進めた。

第１次調査においては、̨̙22の中ԝから木津川دりの西ଆをରとした。ॳは、ͦのྠֲ

が判વとせず、̨̙22は、ࣗવの落ちࠐみと判断された。調査区શ体に広がるপঢ়の落ちࠐみの

Մ能性が考えられたため、中ԝ෦でαϒτϨンνを設ఆして、調査の進లのなかで、のちに東西

第28ਤ　̗地区̨̙22第１次調査地ஔਤ（1/400）
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ํ向の溝と判໌する̨̙22の掘り下͛が進められた。

αϒτϨンνは、̨̙22の中ԝ෦に南北幅約４ｍ、東西18ｍにわたって設ఆしたものである。

一෦で断ちׂり調査を࣮ࢪし、ඪ高12.6ｍのϨϕルまで掘削した。掘り下͛のաఔで、おもに弥

生時代中期後から古墳時代後期の多ྔの土器が出土し、層Ґ（第18ਤ）にैって、遺物のऔり上

͛を࣮ࢪした。また、αϒτϨンνの下層では、東西̑か所に土器群が集中する土器溜まりを֬

認した。

第１次調査のαϒτϨンνの層Ґのうち、̨̙22の埋土は、ඪ高14.1ｍで検出された第43層Ҏ

下であり、ͦの上層にする第40層では、おもに飛鳥時代のಃ༢̩̠217ܕ式Ҏ߱の土器群が出

土している。第43層は、層ް0.4～0.5ｍを測り、ಃ༢̩̠43ܕ式ซ行期の須恵器をแ含する。古

墳時代後期の層Ґとਪఆされ、҉փ৭೪࣭土とされる。第46層は約13.3ｍで検出し、12.7ｍまで

層ް0.6～0.7ｍ測る。古墳時代前期前༿（佐山ᶙʵ１ܕ式 ）
ㅭ㉅11ㅮ

の土器をおもにแ含する。第46層の

下の層である第47層は、約12.8ｍで検出し、層ް0.2～0.3ｍを測る。第47層中から出土した土器

群は、古墳時代前期ॳ಄～前期前༿（佐山ᶘʵ４ܕ式～ᶙʵ１ܕ式）の土器を多ྔに含Ή層Ґであ

る。第48層は、࠷下層であり、約12.6ｍで֬認された層Ґである。第47層とほ΅ಉ時期の古墳時

代前期ॳ಄～前期前༿（佐山ᶘʵ４ܕ式～佐山ᶙʵ１ܕ式）にؼଐする。また、第45～47層の各層

Ґに、弥生時代中期後の土器群がแ含されるが、第１次調査の中ԝ෦の断ちׂりでは、弥生時

代中期後の遺物のみをแ含する層Ґは֬認されておらず、̨̙22の中ԝ෦は、࠷下層まで古墳

時代ॳ಄に再掘削されたとみられる。

第29ਤ　̗地区̨̙22地区ׂਤ（1/300）
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このように、̨̙22は、平成24年の第１次調査の࠷ऴஈ֊において大規模なྲྀ路ないしは溝で

あることが判໌した。第１次調査の成Ռをड͚、平成25年の第４次調査では、第１次調査のஈ֊

に掘削్中でऴྃした下層෦の調査を࣮ࢪするとともに、さらに平成26年の第６次調査で東ଆ

を֦ுし、上ྲྀ෦の調査を࣮ࢪした。

̨̙22からは、弥生時代中期後～古墳時代後期にࢸる多ྔの土器が出土している。また、下

層埋土は࣪५な層Ґを形成し、多ྔのࣗવ木や木製品などの২物遺体がྑなঢ়ଶで遺ଘしてい

た。̨̙22の第̎・６次調査にあたっては、出土遺物のऔり上͛のための区ׂりを設ఆした（第

29ਤ）。̖・̗地区શ体ਤにお͚る一辺４ｍのϝοシϡをか͚た区ׂりを౿ऻしている。また、

ଯ積ঢ়گを؍するために南北ํ向の３ຊのܣ（断面１～３）を設ఆし、ܣに区られた地区を調

査の進లに߹わせて、西からॱに１～４区とした。

̰ʣنͱ֓ཁ

̨̙22の規模は、中ԝ෦で幅12.0ｍ、調査区西෦で約10.5ｍ、調査区東෦約13.7ｍを測り、長

さ31ｍにわたって検出した。断面の形ঢ়は平ୱ面の広いٯ形ঢ়をなし、検出面のඪ高は、中ԝ

෦でඪ高14.1ｍ、ਂさは1.8ｍを測る（第31ਤ）。ఈ面は、໌੨փ৭シルτ࣭೪土を基൫とし、中ԝ

෦でඪ高12.4ｍ、上ྲྀଆとなる東で12.4ｍ、下ྲྀ෦となる西で12.3ｍを測る。ޯࣼは؇く、

地にԊって東から西؇やかにྲྀ下し、西にҐஔする木津川ຊྲྀに߹ྲྀしたྲྀ路とみられる。

弥生時代中期後༿_から古墳時代後期まで、ほ΅ಉじ場所において埋積と再掘削を܁りฦし、

ঃ々に北にҐஔをมえながら、断ଓతに使用された水路とਪఆされる。検出面にお͚る形ঢ়は、

上ྲྀଆの東෦で幅広く、下ྲྀଆの西෦でڱᯀなঢ়گが֬認されたが、これは断面の土層؍から、

ྲྀ路は上ྲྀଆよりも下ྲྀଆとなる西ଆで、弥生時代中期と古墳時代ॳ಄の溝がより大きくॏෳし

ていたことによることが判໌した。

̱ʣ֤ Ґͱଯੵڥ

第̎・６次調査では、̨̙22の掘削にあたって、東西約32ｍのྲྀ路に、約̓～̕ｍ͝とに南北

のܣを３か所で設ఆし（第31ਤ）、ͦの断面؍によってଯ積ঢ়گを֬認した（第32～34ਤ）。

ྲྀ路に設ఆした土層断面のうち、第４次調査で設ఆした断面１と断面̎は、第１次調査にお͚

る中ԝ෦の断ちׂり調査や遺構掘り下͛により、すでに掘削されている෦が多いため、いずれ

も中ԝ෦上層の断面ਤをܽいている。しかしながら、第６次調査では、̨̙22の東෦を֦ுし、

あらたに断面３を設ఆして掘削を進めたため、࠷上層から࠷下層までの層Ґを࿈ଓして検ূする

ことがՄ能となり、層ংやଯ積ڥをۃめてྑにѲすることができた。こうしたを౿まえ

て、Ҏ下、断面３で֬認される層ংを基४として、̨̙22のଯ積ঢ়گをৄड़したい（第34・35ਤ）。

̨̙22のଯ積ঢ়گにͭいて、断面３では上層に̨̙22の埋後にଯ積した飛鳥時代Ҏ߱の層Ґが

ଯ積し、̨̙22検出面までの長期తなଯ積ঢ়گを層ংとಉ時に֬認することができるため、こう

した層Ґにͭいて、さきにड़ておきたい。

断面３（第34ਤ）は、上層からॱに、第１・̎層は、҉փ৭ࡉ砂ࠞじりシルτ・҉փԫ৭ࡉ砂

ࠞじりシルτのଯ積層であり、ۙ世の࡞ߞ土層とみられる。層ް約0.4ｍを測る。第３・４層は、
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҉փԫ৭ࡉ砂ࠞじりシルτ・փΦリーϒ৭ࡉ砂ࠞじりシルτからなり、層ް約0.3ｍを測る中世

遺物แ含層である。いずれも島畑を中৺とした࡞ߞ土層とみられる。第̑層は̨̙22埋後のۼ

地にଯ積した層Ґであり、南から北にか͚てްく、࠷もਂいとこΖで層ް約0.4ｍを測る。第̑

層の下Ґは؇やかに下るが、上面はほ΅水平に平ୱ化しており、人ҝతに地された層ҐのՄ能

性が高い。層中には、飛鳥時代の土器の小ยを多ྔに含Ή。Ҏ上から、̨̙22の上面は、古墳時

代後期Ҏ߱、ۼ地ঢ়をఄしていたとみられるが、飛鳥時代に地されたことにより、࣪地化して

いたঢ়گは、શにղফされたとみられる。

第̑層Ҏ下は、̨̙22の埋土に૬する層Ґである。̨̙22の層Ґにͭいては、層ং、土৭、

ཻ、ڬ在物や、層Ґ内の土器૬、人ҝతなଯ積層の༗ແなどをもとに、層群としてଊえるよう

にめた。埋積ঢ়گから、大きく̓群の層群に͚ることができる。層群１は、古墳時代後期後

、層群̎は、古墳時代中期後༿、層群３・４は、古墳時代ॳ಄～前期前༿、層群̑～̓は、弥

生時代中期後༿とਪఆされる。

Ҏ下、各層群の༷૬を上層からॱにৄड़したい。

ʤ̨̙��܈ʥ

܈ （̍第34ਤ）　第６・̓層にରԠする。主たる層Ґである第６層はփ৭シルτ、第̓層は黒

、砂である。検出面からのਂさは、約0.8ｍを測る。第̓層は、シルτのଯ積でありࡉ৭シルτ࣭

水ڥにあったとみられるが、上Ґにଯ積する第６層には、փ৭シルτの小土ཻが多ྔに含

まれており、人ҝతにཚされた層Ґであるとみられる。第̓層は、৭調・土࣭やϨϕルから、

第１次調査の断ちׂりの第43層（第18ਤ）にରԠし、古墳時代後期後༿とਪఆされる層群である。

܈ （̎第34ਤ）　第̔層～13層にରԠする。層群̎は、さらに上層（第̔・̕層）と下層（第10

～13層）に̎され、下層はΦリーϒ黒৭シルτを基調とした層Ґからなる。また、層群̎の࠷

下層にあたる第12・13層の検出面からのਂさは、約1.2ｍを測る。

第11～13層は、層中にいずれもシルτの小土մを含み、人ҝతに再掘削された層Ґとみられる。

また、遺物をแ含し、第12層中からएׯの須恵器や杭の加木やࣗવ木が出土している。出土

土器は、おおよͦಃ༢̩̠23ܕ式にؼଐし、古墳時代中期後༿の層Ґとਪఆされる。一ํ、ͦの

上Ґには、第̔層のΦリーϒփ৭シルτࠞじり中砂がଯ積するが、この層はچ木津川ຊྲྀに由来

する砂層ଯ積であり、ʮ൙ཞྲྀ路ʯとして増水時にຊྲྀからྲྀٯして運ばれた層Ґとみられる。

̨̙22は古墳時代中期後༿に再掘削されるが、ߑ水砂層がଯ積し、埋したとみられる。

̨̙22の第１次調査では、上層掘削中に子ۄޯ࣋（第131ਤ684）が出土している。編年తにはお

およͦ古墳時代中期後にҐஔ͚られるࢿྉであり、層群̎の下層のଯ積時期の遺物として

߹తである。子ۄޯ࣋はଞのۄ製品とҟなり、集落祭祀と関࿈づ͚られる遺物である。木津川ຊ

ྲྀと݁Ϳ集落の基װ水路としてのׂをも̨̙ͭ22にରする集落祭祀が行われたՄ能性を示すも

のである。

܈ （̏第34ਤ）　第14層から第20層にରԠする。層群はさらに、上層と下層の層群に͚るこ

とがՄ能で、南ݞ෦からྲྀれࠐΉݤ層となる第19層の黒৭ࡉۃ砂と、ಉ時期にྲྀ路中ԝでଯ積
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したとみられる第20層、さらにͦの上Ґにଯ積する第17層（Φリーϒ黒৭シルτ࣭ࡉۃ砂）をあわ

せて、下層としてѲすることができる。層群３は、検出面からਂ࠷෦まで、ਂ さ約1.7ｍを測る。

下層の出土土器は、いずれも佐山ᶘʵ４ܕ式～ಉᶙʵ１ܕ式にซ行し、古墳時代前期ॳ༿～古

墳時代前期前༿にؼଐする層Ґと判断される。一ํ、上層には、第15層のΦリーϒ黒৭シルτ࣭

、砂のॱにଯ積するが、これらの層Ґから遺物は出土しておらずࡉ砂、第14層のփΦリーϒ৭ࡉ

。な時期はෆ໌であるࡉৄ

第19層は多ྔの土器を含Ήݤ層となる層Ґであり、断面１・̎にも֬認される層Ґである（ᶚ

層）。南ݞඪ高13.7ｍۙから、ྲྀ路中ԝにΉ͚て؇やかにࣼしてྲྀれࠐみ、ྲྀ路中ԝۙの

ඪ高12.7ｍۙでཚされ、ऴଉする。また、ྲྀ路中ԝ࠷下層で֬認される第20層は、層ংや出

土遺物から、第19層とಉ時期にଯ積した࿈ଓする層Ґとਪఆされる。層群４を上層からりࠐみ、

基൫土を一෦ፘるように掘削されたもので、黒৭シルτࠞじりࡉۃ砂中に、基൫土のࡉかな小

土մを含み、人ҝతに再掘削された層Ґとਪఆされる。また、第17層には෦తにബいϥϛφ層

を含み、水ྲྀがあったとみられるが、間断があり、水とྲྀ水を܁りฦしたڥがӐえる。一ํ、

第19層はシルτ性のଯ積でないことから、この時期のྲྀ路の水Ґは第19層がऴଉするϥΠンより

も下Ґにあり、水ਂは約0.5～0.6ｍఔのઙいものであったとਪఆされる。また、第19層中からは、

多ྔの土器のほか、೩えさしなどの木製品や多ྔのϞϞ֩などが出土した。断面１の西ଆには、

祭祀関࿈遺物が出土した土器溜まり̨̭51がし、第19層はこれに࿈ଓする層Ґとしてଊえるこ

とができる。遺物は、ྲྀ路中ԝの水ࡍに向͚てݞ෦からഇغされたঢ়گを示すと考えられる。い

わΏる水辺の祭祀とݺばれる、ড়水ّྱに関࿈するものであΖう。

第19層の上層には、փΦリーϒ৭ࡉ砂がଯ積し、ಉ層Ґにはຊྨのࠟܪ跡がݦ著であるこ

とから、古墳時代前期中༿Ҏ߱は埋積が進み、古墳時代中期後༿（層群̎）に再掘削されるまで、

प辺はຊྨがൟ茂するڥであったとਪఆされる。

܈ （̐第35ਤ）　第21～54層にରԠする。第36層をڥにして、上層と下層にかれる。上層で

は、土器や木製品の遺物を多ྔに含Ή一ํ、下層では土器の出土ྔは大きくݮগする。層ް

0.9ｍを測り、砂層とシルτ層にബいϥϛφ層や২物遺体がڬ在し、ෳࡶなଯ積ڥがऔされる。

まず、下層にͭいて、第46層は、前ड़した弥生中期のଯ積層である層群̑をܹٸな֯でり

かな小土մを層中に含Ήことから、人ҝతな再掘削のϥΠンを示すとみられる。再掘削ࡉ、みࠐ

は、基൫にୡしており、中ԝ෦Ή͚て平ୱな溝ఈ෦を形成している。また、第44層のシルτ層

上層には、ෆ規ଇなଳঢ়のփԫ৭中砂層がଯ積しているが、この中砂にͭいては、چ木津川のՏ

川砂に由来するΠϕンτ性のଯ積物であり、چ木津川のߑ水時に水ྲྀがྲྀٯしてՏ川砂がྲྀೖし

たʮ൙ཞྲྀ路ʯのঢ়گを示すとされる
ㅭ㉅12ㅮ

。また、中Ґで֬認される第37層のփന৭中砂は、上層に

Ή͚てҾきԆばされ、巻きࠐまれたような構がみられる。ՐԌঢ়のこうした層Ґは、西ଆの断

面̎、断面３でもほ΅ಉじ層ংで֬認され、̨̙22下層のほ΅શ体で؍されるݤ層（̫層）とな

っている。含水ྔが多い地൫の土が、地などによって༳らされた場߹に生じる構にྨࣅす

るとされる一ํ
ㅭ㉅13ㅮ

、水を多く含Ήೈऑな地൫においては、पғからのڧいѹྗによって生じると
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もされ、今後の検౼が՝となる。

第36層から上Ґの第35層から第24層は、Φリーϒփ৭シルτやփ৭シルτࠞじり中砂からなる。

層Ґ間には、چ木津川ຊྲྀに由来するとみられるփ৭砂をϨンズঢ়に෦తに含Ή෦があり、

増水時にはຊྲྀから水ྲྀがྲྀٯしてྲྀれࠐΉঢ়گであったとみられる。第44層から第47層には、

大小のシルτմが含まれ、人ҝతなཚをड͚た層Ґとみられる。第36層Ҏ下の層Ґでは、第

54・55層中には土器をแ含し（ᶜ層ٴͼᶜ層下層）するが、いずれも古墳時代ॳ಄の佐山ᶘʵ１～

̎式にซ行するものである。出土遺物の૯ྔはগないが、水路として大きく׆用されたஈ֊とみ

ることができる。　

この層Ґから出土した木ࡐにͭいては、ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代ੳ測ఆ（編̎ࢀর
ㅭ㉅14ㅮ

）を࣮ࢪし、

̖̙.162の年代がಘられている。また、ಉ層Ґ（ᶜ層）から出土した土器（第81ਤ127）の体෦に

ணした化物にͭいて、ΠάルϚονンά法による加器࣭ྔੳ（Ҏ下、̢̨̖ੳ）（編

রࢀ３
ㅭ㉅15ㅮ

）を࣮ࢪし、65～176Dal"%（2М、91.0ˋ）の年代値をಘている。྆者の値にͭいては、์

ࣹ性ૉ年代の日ຊにお͚る１、̎世لの年代値の特घ性を考ྀすると、ほ΅一கする値とさ

れている
ㅭ㉅16ㅮ

。

܈ （̑第35ਤ）　南ݞ෦の護岸がなされたのちにଯ積した、ྲྀ 路の使用時の埋土の層Ґであり、

第55～61層がରԠする。55～57層は、ࣗવଯ積層となる୶੨փ৭を基調としたૈ砂に多ྔの木ࢬ

や種子をڬ在する層Ґである。これらの層Ґは、前ड़した人తな土とみられる第64層の上

にଯ積するが、護岸̚ࡐとする層Ґ下層の෦では、第64層のઌ෦がね上がり、砂層を巻

きࠐΉようにଯ積するঢ়گが؍できる。このことから、ྲྀ路の水ྔは多く、護岸̚ࡐがڧい水

ѹをड͚る؇িとなっていたとみられる。

層群̑から土器は֬認されなかったが、第53層中の木ࢬをࢼྉとして、̢̨̖法による年代

ੳを࣮ࢪした（編３）。また、これらの種子にͭいて、層ҐϒϩοΫ୯Ґの水ચとϑϩーςΟン

άによって種子構成のੳを࣮ࢪした（編４
ㅭ㉅17ㅮ

）、３Dal̗̘～77Dal̖ （̙2М、90.0ˋ）の年代値を

ಘている。
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܈ （̒第35ਤ）　第62～80層にରԠする。層群６は、護岸̚ࡐの南ଆ上෦にみられるಥきݻめ

られた土層とみられるփ৭೪土層（第64層、法面෴土）と、南ଆにみられるいわΏるෑ༿遺構

にରԠする層群（第75～79層）、さらに護岸の上層土とみられる層Ґ（第66～74層）にかれる。

また、護岸̚ࡐは、ྲྀ 路とฒ行に南ݞ෦基൫上に埋ஔされており、西ଆで検出したଞの護岸ࡐ（護

岸̖ࡐ～̙）のように上層のཚはݟられず、護岸ࡐの原Ґஔをอっており、護岸がなされた

ॳのঢ়گをることができる。層群６の検出面からਂ࠷෦までのਂさは、約1.8ｍである。

まず、護岸̚ࡐの設ஔにう層群のなかで、ͦの࠷上Ґにある第64層のփ৭೪土は、層中に

փԫ৭中砂を小ϒϩοΫঢ়あるいはϨンズঢ়のബい層として含み、人ҝతな土層とਪఆされる。

ͦの層Ґは、護岸̚ࡐ上層のଯ積層શ体を࠷ऴతに෴うように土がなされるが、護岸̚ࡐの

上では、上ํからѹྗをか͚られたことにより、層Ґの下ํの一෦が่れ、ͦの小ϒϩοΫがٖ

となり、पғにࡉかく֦ࢄしたものとされる（第35ਤ、巻಄ਤ൛６（̎））
ㅭ㉅18ㅮ

。護岸̚ࡐは、水ྲྀを

ड͚るܸ߈面ଆからの土層のอ護ࡐとしての機能を࣋っていたとみられる。

護岸̚ࡐのഎ後の基൫上に、ઙい掘りࠐみがあり、この෦にシルτと砂層のޓ層がଯ積す

るが、この層Ґには多ྔのࡉ木や༿・ྨࢬがڬ在する。これらは前ड़した層群１でみられたシル

τと砂層のࣗવଯ積によるޓ層とҟなり、層Ґのཚがみられ、೪土・シルτの小ϒϩοΫが

֬認される。こうした特から、シルτとૈ砂やࡉ木やຊྨを積みॏねたこの層群は、護岸ࡐ

̚にີணしてഎ後のྲྀ路ݞଆに形成された人ҝతな土層とਪఆされる。護岸̚ࡐにฒ行して設

ஔされた10ܘDm前後のࡉ木とともに、多ྔのࢬ༿ྨが含まれ、護岸ࡐのഎ後にૈᐗをෑき、ѹ

ྗをか͚てకめݻめ、護岸ࡐをݻఆし、土の基ૅをิڧした層Ґとみられる（第37ਤ）。こうし

た護岸の基ૅ法は、いわΏるʮෑ༿法ʯとしてられる古代の土木法にྨするものである
ㅭ㉅19ㅮ

。

ʮෑ༿法ʯとは、土の下層にࢬや༿などのఱવࡐྉをෑき、土基൫のิڧや土内のഉ水

やѹີଅ進などを行う土木ٕज़であり、古代にお͚るೈऑ地൫の下ࢭ法としてられるも

のである
ㅭ㉅20ㅮ

。

ʮෑ༿法ʯとਪఆされるଯ積ঢ়گが؍される層群の上層には、シルτと砂層のޓ層がଯ積

するが、これらもཚやシルτ೪土の小ϒϩοΫが認められ、いずれも人ҝతになされた土層

とみられる。ͦの࠷上෦に前ड़したփ৭シルτのଯ積層が下層の土層のશ体を෴うように積

土されている。

層群６からは、遺物は出土していないが、護岸̚ࡐのࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代ੳと̢̨̖法に

よる年代ੳを࣮ࢪした（編̎・３）。護岸̚ࡐは、樹種ੳによって、樹種はΤϊΩଐである

ことが判໌している（編̓
ㅭ㉅21ㅮ

ଘྉαンϓルは、樹ൽはࢿૉಉҐ体ൺ年代ੳのରとしたࢎ。（

していなかったが、ͦの࠷外年ྠは辺ࡐのなかでも外ൽにۙい෦であるとされ、̖̙.１の年

代値をಘた。また、̢̨̖法によるੳでは、ΠάルϚονンάによるੳを࣮ࢪし、54#$

～10"%（2М）の年代値をಘており、ҟなる̎種のํ法にお͚るੳ値のおおよͦの一கをݟて

いる。さらに、断面３の東ଆ約１ｍの地で࠾औした、いわΏるෑ༿遺構とみられるシルτ層中

の木༿の集積から１を̢̨̖法によるੳのରとし、39Dal̗̘～63Dal̖ （̙2М）のੳ値を
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ಘている。層群６の層Ґ中から出土した護岸ࡐや種子、あるいはରԠする層Ґ中の༿の木༿の測

ఆ値はいずれもݩل前後にあり、層群６はおおよͦ弥生時代中期後༿～の年代؍を示すと考え

られる。

なお、層群６の基ఈにਾえられた護岸̚ࡐは、主要なࢬ木がআڈされたもので、人ҝతにെ࠾

され、ࢬ木をআڈした加ࡐとみられる
	㉅22ㅮ

。

܈ （̓第36ਤ）　第81～92層（第35ਤ）ٴͼ̰・̱層にରԠする。層群̓には、੨փ৭೪土を基

൫土とし、Φリーϒ黒৭シルτとփന৭ૈ砂のޓ層からなる層群のまとまり（Ҏ下、層Ϣχοτ

とする）が４群Ҏ上認められる。また、層群̓の上෦には、よくకまったփന৭ࡉ砂ࠞじりシル

τやփ৭ࡉ砂ࠞじりシルτが֬認される。層群̓の下層にଯ積するシルτ砂のޓ層となる各層Ϣ

χοτは、10層前後の層から形成される。こうしたシルτとૈ砂のޓ層は、ຊྲྀ路がࣗવྲྀ路と

して形成され、後ड़されるʮ൙ཞྲྀ路ʯ（編１ࢀর）としての性֨をもͭものであったことを示

すとされる。すなわちૈ砂層は、ߑ水時にຊྲྀ路が߹ྲྀするچ木津川の൙ཞによって、ྲྀ路をٯ

ྲྀしてଯ積した層Ґであり、シルτ層はߑ水ऴଉ後にଯ積した層Ґとされ、ൺֱత期間の間に

。りฦし、一ͭの層Ϣχοτが形成されたとਪఆされる܁とऴଉをྲྀٯ

層群̓から遺物は出土していないが、ࡉ木や、木ྨࢬなどの২物遺体がૈ砂層中に多含まれ

ており、ͦの一ͭをࢿྉとして̢̨̖法による年代ੳを࣮ࢪした。ੳのରとしたものは、

ྲྀ路ఈ෦から約10Dm上Ґのૈ砂層から出土した、ܘ約15Dm、長さ約１ｍの木ࡐであり、ੳの

݁Ռの41Dal̗̘～57Dal̖ （̙2М、95.4ˋ）の年代をಘている。

̲ʣ̨ ̙��ʹ͏ݹ࣌ͷ遺ߏ

古墳時代の遺構としては、水੍遺構̨̬55、̨̬61、̨̬69がある。

ਫ੍遺̨̬ߏ��（第42ਤ）　ྲྀ路中ԝ෦の護岸̗ࡐの北ଆで、検出した杭ྻとԣ木やଧちࠐみ

杭からなる水੍遺構である
ㅭ㉅23ㅮ

。杭はؙ杭を使用し、ྲྀ路にަして0.2～0.3ｍおきにଧ設される。

杭ྻの西ଆ（下ྲྀଆ）に約0.3ｍれて、̑ܘDm前後、長さ約１ｍのࡉ木が設ஔされ、ࡉかなॎ木

のยの߹間に̎か所のࡉ木によるଧちࠐみがみられる。ྲྀ路にަして構ஙされていることか

ら、ྲྀ路内にஈࠩを設͚るなど、水ྲྀを調અする水੍遺構とਪఆされる。検出面で、佐山ᶘʵ３

。式にซ行する土器が出土しており、古墳時代ॳ಄から前期にか͚ての遺構とਪఆされるܕ

ਫ੍遺�1̨̬ߏ（第43ਤ）　ྲྀ路中ԝの東นप辺で検出したཱ杭とԣ൘ࡐなどから構成される

構ங物とਪఆされる。ܘ約2.5ｍのൣғで検出したもので、ཱ杭は４ຊを֬認し、うち̎ຊは、

東นから検出した。東นから検出した杭は、長さ0.9ｍ、15ܘDmを測る太杭であり、基൫面の੨

փ৭೪土までਂくଧちࠐまれている。また、ԣ൘ࡐは、長さ約0.7～1.5ｍ、幅10Dm前後のものを

中৺に、̔ຊが出土している。൘ࡐはྲྀ路ఈ面で規ଇ性なく出土し、杭も大きくいているもの

を含Ήため、水ྲྀによりഁյされたとみられる。पғٴͼࡐの間ܺから、佐山ᶘʵ３ܕ式～ᶙʵ

。式の土器が出土し、古墳時代前期前༿の遺構とਪఆされるܕ１

ਫ੍遺̨̬ߏ��（第42ਤ）ɹ̨̙22の東で検出した杭ྻである。３ຊの杭が3、溝とฒ行に30

～40Dmの間ִをあ͚、ଧ設されていたものである。杭の長さは、30～50ᶲを測り、約45°～50°
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の֯でଧちࠐまれていた。水ྲྀを੍ޚするためのものとみられる。

ঢ়མͪࠐΈ̨̭��（第44ਤ）　ྲྀ路北東෦の基൫土上で検出した。長さ1.8ｍ、幅1.7ｍを測

るෆ形の土坑である。南ଆはପԁ形ঢ়に落ちࠐみ、化物・木ยを多ྔに含Ή黒৭シルτ層

を埋土とする。埋土から出土した土器小ยが出土し、古墳時代前期前༿の落ちࠐみとਪఆされる。

Έ̨̭7�（第57ਤ）　ఈ面となる基൫土上で、ྲྀ路北岸に平行して、約20ｍにわたࠐঢ়མͪߔ

って検出した溝ঢ়の落ちࠐみである。中ԝ東ଆدりから約13ｍまでは、幅約0.7～1.0ｍ、ਂさ約

0.5ｍとઙく、さらに西นに向͚て、約̓ｍのൣғでは࠷大幅約3.3ｍ、ਂさ0.3～0.5ｍと規模が大

きくなる。東ଆのఈ面はઙくෆ規ଇであり、埋土は҉փ৭シルτࠞじりૈ砂とすることから、水

ྔが下したஈ֊に水ྲྀによってࣗવに形成された落ちࠐみとみられる。一ํ、規模の大きな西

ଆの落ちࠐみ෦は、埋土に基൫土に由来する೪土小մが෦తに含まれることが西น断面で֬

認され、人ҝతに再掘削された෦とみられる。土器溜まり̨̭56は、̨̭74の検出面で֬認し

たもので、佐山ᶙʵ１ܕ式にؼଐする。埋土中にもಉ時期とਪఆされる土器を含Ήことから、古

墳時代前期前༿の落ちࠐみとਪఆされ、ྲྀ路の基൫まで古墳時代前期前༿に掘削が行われている

ことが໌らかとなった。

各土器溜まり出土の土器はଘが高く、ྲྀ路内の土器溜まり̨̭23～29として一ׅしてऔり

上͛たものである。これらのうち、とくに̨̭23は、赤彩された土器や、一෦をҙਤతに穿孔し

たとみられる土器やޱԑ෦をଧちܽいた土器を含み、土器ྱّݙڙに関わる土器群とਪఆされる

もので、古墳時代前期前༿の一ׅ性の高い土器群である。土器溜まり̨̭24・25は赤彩や穿孔さ

れる土器は含まれていないが、一ׅഇغされた土器群とみられる。土器溜まりは東西に在する

ことから、土器ݙڙは܁りฦし行われたとਪఆされ、このஈ֊には水路としての機能よりもΉし

第37ਤ　̗地区̨̙22遺物出土ঢ়ׂگਤ （1/300）
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第42ਤ　̗地区̨̙22水੍遺構̨̬55・69࣮測ਤ（1/40）

Ζ、土器ྱّݙڙをういわΏるড়水祭祀の場としての性֨がೱいものであったとਪఆされる。

ཷث·Γ̨̭�3（第46ਤ）　̨̙22の南東෦で検出した土器溜まりである。土器群は、幅約

4.2ｍ、長さ約4.5ｍのൣғに֦がる。̨̙22の検出面から約1.2ｍ下のඪ高約12.5ｍۙで検出し、

̨̙22の南ݞ෦からغあるいはഇغされたものとみられる。土器成は、ޱᆵ・ᙈ・高ഋ・
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第43ਤ　̗地区̨̙22水੍遺構̨̬61࣮測ਤ（1/40）

小形ؙఈുが出土し、૯20ݸ体Ҏ上が出土している。ᆵはޱᰍ෦をҙਤతにଧちܽいたもの

があり、ᙈには体෦に穿孔されたݸ体がある。また、小形ؙఈുは、赤৭إྉをృしてম成し

たとみられるものが含まれる。古墳時代前期前༿の佐山ᶘʵ４ஈ֊の土器群である。

ཷث·Γ̨̭��（第46ਤ）　̨̙22の南西෦で検出した土器溜まりである。土器群は、幅̎ｍ、

長さ３ｍのൣғに֦がり、̨̙22の検出面から約1.3ｍ下の、ඪ高12.4ｍۙで検出した。南ݞ෦

からغあるいはഇغされたものとみられる。土器成は、ޱᆵ、ᙈ、高ഋ10ݸ体Ҏ上から

なるが、山ӄ系ᙈのほか、Տ内産とみられる֯ર石を多ྔに含Ή土をもͭ大形ᆵの一෦が出土

してい
ㅭ㉅24ㅮ

る。古墳時代前期前༿の佐山ᶘʵ４ஈ֊の土器群である。

ཷث·Γ̨̭��（第45ਤ）　̨̙22の東෦で検出した土器溜まりである。１次調査のαϒτ

Ϩンν内で検出した。̨̙22の中ԝ෦下層で֬認したものであり、幅1.5ｍ、長さ̎ｍのൣғ
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第44ਤ　̗地区̨̙22土坑ঢ়落ちࠐみ̨̭68࣮測ਤ（1/40）

第45ਤ　̗地区̨̙22土器溜まり検出ঢ়گਤ（1/250）
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第46ਤ　̗地区̨̙22　土器溜まり̨̭23・24・29࣮測ਤ（1/30）

に̑Ҏ上の土器が出土したものである。土器群のϨϕルはඪ高約12.3ｍۙにあり、̨̙22の

検出面から約1.2～1.4ｍ下にҐஔする。土器成は、ೋॏޱԑᆵ、ޱᆵ、ᙈを主体とする。શ

体にଘがྑではなく、南ݞ෦からغされたঢ়گはえないことから、ఈ෦の落ちࠐみに

集積した土器群とみられる。時期は、古墳時代前期前༿の佐山ᶙʵ１ஈ֊（ཹ式古ஈ֊）の土器

群である。ଞの土器溜まりは、いずれもঙ内形ᙈがᙈのൺの60ˋをえるが、遺構ではཹ

形ᙈのみで構成され、時期తにも新しい༷૬をఄする。̨̙22は古墳時代前期中༿（佐山ᶙʵ̎

ஈ֊、ཹ式中ஈ֊）には水路としての機能を失うとみられることから、ഇઈする前の古墳時代
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第47ਤ　̗地区̨̙22　土器溜まり̨̭51࣮測ਤ（1/40）
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第48ਤ　̗地区̨̙22　土器溜まり̨̭51土器出土ঢ়گਤ（1/25）

前期前༿にお͚る࠷ऴஈ֊の土器群とみることができる。

̨̙22は、古墳時代前期中༿～中期前までの土器群を含まず、この間は埋積が進行し、水路

としての機能はશに失われていたとみられる。

ཷث·Γ̨̭��（第45ਤ）　̨̙22中ԝ෦の、̨̭23の西ଆで検出した土器溜まりである。

土器群は、長さ̎ｍ、幅1.5ｍにわたって֦がり、̨̭23とಉ༷のඪ高12.5ｍۙで検出した。̨

̭23と検出層Ґはಉじ҉փ৭シルτ層であり、ಉ時期に̨̙22の南ݞ෦からغないしはഇغさ

れたものとਪఆされる。土器成は、ᙈを主体とし、高ഋが含まれる。古墳時代前期ॳ༿の佐山

ᶘʵ４ஈ֊の土器群である。

ཷث·Γ̨̭�1（第47・48ਤ）　̨̙22南東෦で検出した土器溜まりである。南ݞのࣼ面

の上෦から下෦にΉ͚て、長さ約̑ｍ、幅約４ｍのൣғで検出した土器群である。一෦ંりॏな

るように出土し、ްさ約0.2～0.3ｍの層中に多ྔに土器を含Ή。ྲྀ路南ݞ෦から中ԝにΉ͚てഇ

は、ࣼ面の上Ґと下Ґで大きくҟなگされた土器群とみられる。遺物の出土ঢ়（غあるいは）غ

る。上Ґのݞ෦प辺では、土器はࡉย化して出土したが、約̎ｍ下がったࣼ面下では、土器の

されたૣいஈ֊に埋したՄغもみられず、土器がഇگで、ຏしたঢ়はきわめてྑگଘঢ়
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能性が高い。また、ྲྀ路ݞ෦प辺の土器と、ࣼ面下෦の土器が約̎ｍれて߹するࢿྉがあ

ることから、土器は長期にわたってഇغが܁りฦされたものではなく、期間のうちにഇغされ

たものとみられる。一ํ、ࣼ面の࠷下෦では土器の集積はみられず、まばらなঢ়گとなり、水ྲྀ

にચわれたՄ能性がある。おおよͦ基൫面からの高さ約0.4ｍҎ下であり、ྲྀ路の水Ґをਪఆす

るࢀ考となる高さになΖう。層Ґ中には、શ体に化物や種子を多ྔに含Ή。種子のなかでは、

ഓ২物とされるϞϞྨの種子がѹしており、一෦ܽଛしているものを含め、500Ҏ上のϞ

Ϟ֩が出土した
ㅭ㉅25ㅮ

。これらのなかには、人ҝతに一෦をଧちܽいたものがみられる。

̨̭51の出土遺物は、土器ではᆵ・ᙈ・高ഋ・小形ؙఈᆵ・小形ؙఈു・小形器が含まれ

るが、特に小形ਫ਼製土器である小形ؙఈുと小形ؙఈᆵのൺがଞの地にൺֱしてۃめて高く、

̨̭51出土土器ྔશ体のおおよͦ1/3をめる。また、山城地域でほかにྫをみない在地産とみ

られるঙ内系のタタΩ成形ٕ法による大形ᙈや山ӄ系の大形ᙈがڞしている。こうしたか

ら、大形༰器とഋとなる小形祭式土器がセοτで用いられ、祭ّによる使用のऴྃにあたって、

第49ਤ　̗地区̨̙22断面３（３ܣ）下層土器出土ঢ়گਤ（1/25）
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ྲྀ路にഇغされたとਪఆされる。

また、木製品では、༗಄やঢ়製品のઌ෦にඃՐによる一෦化がみられる೩えさしが出

土している。प辺のଯ積土の一෦をચড়した݁Ռ、ࡉかなνοϓঢ়の木ยが多ྔに出土し、ͦれ

らのなかには一෦化がみられ、かがりՐなどに用いられたࡐのՄ能性がある。

̨̭51では、層Ґ中から化物とともに小形祭式土器を中৺とした多ྔの土器が出土している

こと、またഓ২物とされるϞϞの種子が多ྔに出土し、̨̭51の性֨は古墳時代前期前༿のい

わΏる水辺のまͭりに関わるものと考えられる。ඃՐによって一෦化した木製品が含まれるこ

とから、Րを用いたまͭりとして、間に行われたՄ能性が高いものとਪఆされる。

̳ʣ̨ ̙��ʹ͏ੜ࣌ͷ遺ߏ

弥生時代中期のྲྀ路̨̙22は、ࣗ વՏ川のՏ岸を護岸した水路である。弥生時代のྲྀ路෦は、

南岸のみが遺ଘし、南岸にԊって、大規模な護岸遺構̨̡7
ㅭ㉅26ㅮ

0を検出した。また、ྲྀ 路基൫上では、

杭ྻ̨̬63などを検出した。

෦に構ஙされた土による土ݞ護岸遺構̨̡70は、ࣗવྲྀ路の南　（第50ਤ）�7̡̨ߏ遺؛ޢ

手ঢ়の護岸遺構である。̨̙22の東෦で約16ｍҎ上にわたって検出したものである。ྲྀ路中ԝ東

ଘし、基ఈ幅約4.5～̑ｍを測る。土෦は後世の削平をडりから東にか͚て土෦がد

͚るが、検出面にお͚る高さは約１～1.2ｍを測る。土෦はྲྀ路ݞ෦から一ஈ下がり、؇や

かなޯをอち、水路前面向͚てࣼする。護岸遺構̨̡70は、大形樹木をປ木とする土遺

構̨̬71と、いわΏるʮෑ༿遺構ʯの土遺構̨̬62、̨̬75などから構成され、土のঢ়گは

地によって大きくҟなる。

護岸ࡐとみられる長さ４～̑ｍの大形樹木は、̑ຊが出土したが（第51ਤ）、うち東ଆで出土し

た護岸̚ࡐが原Ґஔをอͭ。西ଆで出土した４ຊ（護岸72̨̭、̙～̖ࡐ）のうち、護岸̗ࡐは、

護岸̚ࡐとおおよͦઢ上にならͼ、原Ґஔを大きくҠಈしていないとみられるが、護岸̖ࡐ・

̙にͭいては、集積しているঢ়گがみられる（第50ਤ）。護岸̗ࡐと̚は東西にྻঢ়にならͼ、ͦ

の間に土遺構̨̬62が構ஙされ、一ଳの護岸ࢪ設を構成していたと考えられる。

̨̬62の東ଆで検出した、大形樹木（護岸̚ࡐ）をປ木とする土遺構̨̬71は、前ड़したよう

に、大形護岸ࡐを川ఈの基ఈにਾえ、後ํにૈᐗを用いてݻఆし、上層に土をして構ஙした

ものである。上層はփ৭೪土を用いてߗくݻめ、ܸ߈面をอ護している（法面෴土）。ுり出し

ঢ়の土層である̨̬62は、いわΏるʮෑ༿遺構
ㅭ㉅27ㅮ

ʯとされる土෦であり、上面の構ࡐとし

て用いられたԣ木のϨϕルで高さ約0.7～0.8ｍを測り、さらに土がなされる。こうしたことから、

南岸の護岸は、川ఈの基ఈから約１ｍҎ上の高さをͭ࣋ものであったとみられる。

େࡐ؛ޢܗͷෑઃ　ྲྀ路基൫上に、長さ４～６ｍの大形ؙ太ࡐをྲྀ路と平行にྻঢ়に検出した。

これらは（̖～̚）、అঢ়をఄする護岸遺構̨̡70の基൫をڧ化し、よりݻڧに構ஙするために人

ҝతにෑ設された護岸ࡐとみられる（３અʵᾱࢀর）。શに埋設されたものではなく、護岸ࡐの

内ଆの土のྲྀ出を͗、水ি؇和のׂを୲っていたものとਪఆされる。また、いずれもࢬଧ

ちされ、一෦加がみられる。
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第50ਤ　̗地区̨̙22　護岸ࢪ設̨̡70検出ঢ়گਤ（1/120）



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-ÿ÷-

第51ਤ　̗地区̨̙22大形護岸࣮ࡐ測ਤ（1/40）
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であࡐも大きな࠷のなかでࡐは、護岸遺構̨̡70の南東෦で検出した護岸̚ࡐ護岸　̚ࡐ؛ޢ

る。ྲྀ路とฒ行に南ݞ෦基൫上に埋ஔされており、西ଆで検出したଞの護岸ࡐのように（護岸ࡐ

̖～̙）上層が古墳時代の層Ґによりཚされた༷૬はݟられず、前અでৄड़したように、設ஔ

された原Ґஔをอっているとみられる。護岸̚ࡐは、長さ5.6ｍを測り、ܘװは基෦प辺でଘ

する࠷大35ܘDmを測る。基෦ଆは、ࠜுりの一෦まで含まれ、ࢬやࠜுりの多くはஸೡにআڈ

され、ࣗવ木を一෦加して用いている
ㅭ㉅28ㅮ

。樹種はΤϊΩଐであり、年ྠ75ຊをえるਊࡐ࣋で

ある。また、װの一෦にによるとみられる３～̎ܘmmの小孔が認められることから、あら

たにെ࠾した樹木でなく、木して年を経た樹木を護岸ࡐとして使用しているՄ能性がある。

護岸̚ࡐは、設ஔされた原Ґஔをอͭと考えられるࡐであり、護岸の時期を検౼する上でॏ要

なࢿྉであるため、ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代測ఆ（編１）と14$์ࣹ性ૉ年代測ఆを࣮ࢪした。

์ࣹ性ૉ年代測ఆは、加器࣭ྔੳ法（̢̨̖法）のΟάルϚονンάによる（編̎）。ࢎ

ૉಉҐ体ൺ年ྠ年代測ఆでは、ଘする࠷外年ྠの年代が̖̙.１年とされた。また、Πάル

Ϛονンάੳでは89ʵ135Dal̖ （̙95.4ˋ）とされている。

は、ྲྀ路西෦で集積するように出土した。̖・̙は、ࠜଆを下ྲྀ̙～̖ࡐʙ̙　護岸̖ࡐ؛ޢ

となる西に向͚、̙の西ଆの一෦は̖に෴るように出土した。護岸̖ࡐ・̙・̗にͭいては、ࡐ

の上෦や間ܺに古墳時代前期のߑ水砂層がࠞじりࠐみ、古墳時代の再掘削のஈ֊にཚをड͚、

設ஔされたॳのҐஔからҠಈしているとみられる。ただし、̘は東෦で検出した設ஔॳのҐ

ஔをอͭ護岸̚ࡐとಉ༷に、ྲྀ 路の南岸دりでいずれも検出し、基൫上で検出していることから、

大きくҠಈしたものではないとਪఆされる。

護岸̖ࡐ～̙は、一か所に集積しているが、ຊ来はྲྀ路の南岸にԊって、東西にฒྻして設ஔ

されていたものと考えられる。̖～̙のうち、̘は、上面の一෦が古墳時代ॳ಄の層Ґにし、

基ຊతには弥生時代中期とਪఆされる層Ґのなかにあり、南岸のཱち上がり෦で出土している

ことから、設ஔされたॳのҐஔをほ΅อっているՄ能性が高い。また、̘と̙は後ड़するよう

にಉ一樹木とみられることから、大形のࡐとして使用している̙を水ྲྀのܸ߈面ଆとなる北ଆの

基ૅとして設ஔし、ͦの߇えにϛΧンׂりঢ়にࡉくׂられた̘を用いたとਪఆする。また、̙に

ͭいてもಉ༷に、ܘװが太い̙を水ྲྀのܸ߈面ଆの基ૅとして使用し、ܘװがࡉい̖は߇えࡐと

して使用されたものとਪఆする。

ྲྀ路の࠷も西ଆで出土した護岸̖ࡐは、長さ4.7ｍ、࠷大19ܘDmを測る。樹種はϜΫϩδのਊ

、は、長さ4.5ｍ̙ࡐと北ଆにซ行して、出土した護岸̖ࡐで、年ྠ61ຊをえる。護岸ࡐ࣋

ܘ大࠷、27Dmを測る。樹種はΞΧΨシѥで年ྠ20ຊをえる。̗は、長さ5.5ｍܘ大࠷

33Dm、年ྠは70年をえるΧΤσଐである。護岸̗ࡐの南ଆで検出した護岸̘ࡐは、長さ4.0

ｍのΞΧΨシѥで、年ྠ20ຊをえる。̘は、̙とಉ種の樹木で、年ྠもしく、一ຊの

。あるいはϛΧンׂりして使用したものとみられる、ࡋをࡐ

遺̨̬ߏ��（第52ਤ）　ྲྀ路̨̙22の南岸に構ஙされたఅ（土手）ঢ়の遺構である。̨̙22

の中ԝ南෦で検出した南岸ݞ෦の護岸土とみられる遺構である。土の構ஙࡐに樹木・ຊ・
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第52ਤ　̗地区̨̙22　土遺構̨̬62࣮測ਤ（1/30、1/100）
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第53ਤ　̗地区土遺構̨871・75土層断面ਤ（1/40）

木༿のఱવૉࡐが使われており、基ఈ෦の規模は、長さ̕ｍ、幅は3.5ｍを測り、高さは中ԝ

෦で約0.7～1.0ｍを測る。

土の構は、まず、ྲྀ路の基൫をઙく掘り下͛、ྲྀ路ఈ෦の基൫上に、ຊྨがෑかれたと

みられる。北西では、基൫上にෑかれたຊྨが෦తにଘしていた（ਤ൛98・106）。શ体

には、ຊྨ、木༿、木ยの༗機物を含ΉΦリーϒ黒৭シルτ層が࠷下層に֬認され、この層

Ґの上Ґに、層ް約0.3～0.4ｍの҉փ৭シルτとփന৭砂層のޓ層がଯ積する。これらの層Ґ
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には、ࡉかなシルτմが含まれ、人ҝతな土であるとみられる。また、̑ܘDm前後のࡉ木が

多ྔに含まれることから、こうしたૈᐗを埋めࠐみながら、東西ํ向にྲྀ路の南岸にԊってシル

τと砂࣭土層をޓ層ঢ়に積み上͛たものとਪఆされる。ૈᐗの多くはࣗવ木であるが、一෦にࢬ

がെ࠾されたものを含み
ㅭ㉅29ㅮ

、加がみられるものがある。また、基൫から高さ0.4ｍҎ上の上層には、

、とみられる。樹種はࡐとして用いられており、土の構ࡐ30Dmのより大形のԣ木がਊ～20ܘװ

樹種ੳの݁Ռ、ώϊΩ、ΞΧΨシ、Ϋリなどが用いられていることが判໌している。

̨̬62の西の基൫土上で、木༿がബくѹॖされた層Ґと、基൫土にຊをෑき٧めた層Ґ（第

52ਤ）を෦తに֬認した。ྲྀ路ఈ෦にෑ設ࡐとしてຊྨ・木༿をෑくことは、地൫と土と

いう土࣭のҟなる層Ґをして、土層とೈऑ地൫との૬ޓのࠞ߹を͗、土のೈऑ化や

りഁյをࢭし、地൫のڧ化がਤられたと考えられる。また、̨̬62の土下層がಁ水性のい

シルτとಁ水性の高い砂層のޓ層となっているにͭいては、೪土࣭の層Ґに砂࣭土層をみ߹

わせることによって、ഉ水性が高められ、ࣗવѹີがଅ進させるޮՌがಘるためとਪఆされる。

こうした法は、前ۙ代までのஙఅの基ຊٕज़とされるものでもあり、ͦのなかにさらにૈᐗを

みࠐΉことでさらに土の҆ఆ性やڧのิڧがਤられたとみられる。Ҏ上のから、̨̬62

はいわΏるʮෑ༿法ʯによって土されたとみることができる。̨̬62は、ほとんど土器をแ

含していないが、土中の構ࡐとして用いられたԣ木のうちをࢎૉಉҐ体ൺ年代ੳ、

".4ੳを࣮ࢪし（編̎・３ࢀর）、おおよͦ弥生時代中期後にൺఆされる大形護岸ࡐを用

いた護岸の構ங時期とಉ༷な年代値をಘている。

遺7̨̬ߏ�（第53ਤ）　４区南西で検出した土遺構である。護岸̚ࡐの東で、東西は東

นまで３ｍҎ上、南北約3.5ｍのൣғで、人ҝతな土とみられる高さ約1.1ｍのシルτと砂層の

第54ਤ　̗地区̨̙22　水੍遺構̨̬63（1/40）
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まれた基൫上に、木༿、木ยの༗機物や化物を含Ή黒৭シルτࠐ層を検出した。ઙく掘りޓ

層（第53ਤ）がଯ積し、ͦの上Ґに木༿などの২物遺体を多ྔに含ΉΦリーϒ黒৭シルτを検出し

た。さらにփന৭ૈ砂をڬみ、上層に幅̑～10Dmのシルτとૈ砂のޓ層が֬認される。シルτ

層中には、３ܘ～̑Dmのࡉ木がྲྀ路に平行してแ含される。またシルτ層中、ૈ砂層中には、

。かな基൫土に由来するとみられる小೪土մが含まれ、人ҝతな土であることが໌らかであるࡉ

木༿や木ยのఱવૉࡐを土の下層とし、護岸の土層がڧ化されたいわΏるʮෑ༿遺構ʯと

考えられる。土層からは、遺物は出土していないが、西ଆにྡする護岸̚ࡐの設ஔにઌ行す

る層Ґにあるため、弥生時代中期後༿の土とਪఆされる。

ਫ੍遺�3̨̬ߏ（第54ਤ）　̨̙22西෦の南岸のཱち上がりでྲྀ路に平行して検出した。ྲྀ路

にԊって基൫土を断面ʮ̡ʯࣈঢ়に掘り下͛、平ୱ面をͭくり、杭をଧ設したものである。長さ

4.5ｍを測り、ਂ さは0.2ｍを測る。杭は、一෦、ྲྀ 失しているՄ能性があるが、0.6～1.1ｍの間ִで、

ෆ規ଇに４ຊのؙ杭を֬認した。杭の長さは、0.3～0.4ｍを測る。これらは、古墳時代前期の層

Ґでは֬認されず、࠷下層掘削中に検出したことから、弥生時代中期の遺構とみられる。護岸に

う遺構とみられる。̨̬63の東ଆには、約1.5ｍれて護岸̘ࡐが出土したが、྆者はྲྀ路に

Ԋって東西にฒͼ、ほ΅ઢ上にҐஔする。護岸̘ࡐは、護岸̙ࡐの߇えに埋設されたิࡐڧと

ਪఆするもので、̨̬63にͭいてもಉ༷に、護岸ࡐ設ஔのための基൫土掘り下͛にともなう遺構

であるՄ能性が高い。̨̬63の約1.5ｍ北ଆのྲྀ路中ԝدりでは護岸̖ࡐが出土し、こうしたࡐ

がຊ来、̨̬63にݻఆされていたՄ能性がある。

第55ਤ　̗地区̨̙22　水੍遺構̨̬64࣮測ਤ（1/40）
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第56ਤ　̗地区̨̙22木製品出土ঢ়گਤ
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第57ਤ　̗地区̨̙22掘ঢ়گਤ（1/300）

ਫ੍遺̨̬ߏ��（第55ਤ）　̨̙22と平行して南岸دりで検出した護岸̘ࡐの北東で、̘に

して検出した杭である。杭は、ਨにଧちࠐまれたঢ়ଶで検出した。長さ0.3ｍのؙ杭であり、

護岸̘ࡐの北東෦をݻఆする杭とみられる。このことから、護岸̘ࡐは設ஔされたॳのҐஔを

ほ΅อっているとみられる。

ཷث·Γ̨̭73（第50ਤ）　̨̙22南東の土遺構̨̬62の南ଆで検出した土器溜まりであ

る。ྲྀ路南岸のཱち上がりにあり、基൫上で約１ｍのൣғに集積して出土したものであり、土

遺構̨̬62にઌ行する層Ґにある。戸内系大形ᙈやԜઢ文系の小形ᙈなど３～４ݸ体の一෦で

あり、形の土器は含まれていない。弥生時代中期後༿の土器群である。

̨̙22からは、1200Ҏ上の大ྔの土器や、500Ҏ上の製品や加木を含Ή木製品が出土し

ているが、遺物の約ׂ̔Ҏ上は古墳時代ॳ಄～古墳時代前期前༿にؼଐする。

古墳時代のྲྀ路内からは、多ྔの土器と木製品が出土した。土器は、古墳時代ॳ಄から古墳時

代前期前༿（佐山ᶘʵ１ܕ式～佐山ᶙʵ１ܕ式ซ行）の時期幅があり、とくに古墳時代前期ॳ༿（佐

山ᶘʵ４ܕ式ซ行）に࠷も出土ྔが増加する。出土土器には、ཹ形ᙈ̖、̨ 、ԑᙈޱঢ়ޱᙈ、डࣈ

内ኩޱԑᆵ、ᰍᆵ、ແᰍᆵ、ෳ߹ޱԑᆵ、広ޱᆵ、༗ྏ高ഋ、ঢ়高ഋ、ঙ内形ᙈ、୯७ޱԑ

ᙈ、ᰍᆵɼ小形ແᰍുɼޱᆵ、手ᖿ形土器を含Ή。ൖೖ土器としては、ঙ内大和形ᙈや、

小ยのためਤ化しಘなかったが、ঙ内Տ内形ᙈが含まれ、ほかに、東海系、吉備系、北ۙـ系、

北系、ۙߐ系、Ѩ系、ذࢌ系、山ӄ系土器など、ԕִ地を含Ή多地域とのަྲྀが認められる。

木製品はすて下層から出土した。建ங෦ࡐ、、ᓄ、ฑԣۂ、܃ฑຢ܃、టআ͚、ະ

製品、उ子形木器、༰器٭、木、ϛΧンׂࡐ、୦٩、ԣ௦、ිฑ、舟形、形、६、൫、もえ
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さし、αルϊコシΧέ、ֻࠊ、୦٩、ֻ、ᐫ、具、ఐ子、樹ൽ製品、૧、൘、杭、༗಄、

巻具、ړ࿑具、Րਲ਼ӓ、が出土した。さらに、化・ඃՐのみられるࡐ、原ࡐׂ・ࡐ・ࡐ

が多ྔに出土し、これらも含めた樹種ؑఆを編４にࡌܝする。

また、多ྔの種子が出土し、古ڥを෮ݩする上で、ۃめてྑなࢿྉをಘている。このに

ͭいては、理化ֶੳとして、巻にࡌܝしている。種子のなかでされるのは、ϞϞ֩が多

ྔに出土したことであり、埋土を水ચした݁Ռ、560ݸҎ上の種子を࠾औできた。古墳時代ॳ಄

の水辺の祭祀に関わるࢿྉとしてされる。　　　　　　　　　　　　　　　　（高野陽子）

̏ʣ̘ ۠ͷݕग़遺ߏ

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊং

̘地区は、̗地区の北ଆにҐஔする。平成24～26年の各年に調査区を１か所ずͭ設͚て調査

を࣮ࢪした。ͦれͧれ̘１区、̘̎区、̘３区として調査を進めたが、̘̎区にして̘３区を

設͚たため、྆者は߹わせて報告する。

平成24年に調査を࣮ࢪした$１区は、̘地区の北෦に設ఆした調査区である。北辺24ｍ、

南辺40ｍ、辺26ｍの形ঢ়をఄし、北西ʵ南東ํ向にԆͼる。ݱ地ද下約１ｍで、島畑̎基と

溝ঢ়遺構̎を検出した（第58ਤ）。平成25年に調査を࣮ࢪした̘̎区は、̘地区の南に設ఆ

した調査区である。長辺30ｍ、辺̔ｍのࡉ長い調査区である。ݱ地ද下約１mで島畑̎基と溝

ঢ়遺構̎を֬認した。また、島畑上面から約1.0～1.2ｍ下で、下層遺構として、弥生時代の溝

１、土坑１基、小規模なϐοτ３か所などを検出した（第62ਤ）。平成26年に調査を࣮ࢪした

̘３区は、̘̎区の北ଆにして設ఆした調査区である。長辺24m、辺23ｍのほ΅正ํ形にۙ

い形ঢ়をఄする。ݱ地ද下約１mで、̘̎区とಉ一の島畑１基と溝ঢ়遺構̎を֬認した。島畑

上面から約̔ｍ下で、弥生時代よりも新しく、中世の島畑よりも古い溝を１検出した。さらに

約0.5ｍ下͛て弥生時代の溝̎を検出した。各調査区ともݱ地ද面はඪ高15.9ｍ前後である。࠷

ऴతな調査面積は３地߹わせて1,500㎡である。出土した遺物は理ശにして６ശである。

基ຊతな層ংを$３区の北น土層断面（第60ਤ）でઆ໌すると、࡞ߞ土とࢥわれる҉Φリーϒ৭

砂࣭土（１層）の下層に、ްさ10～30DmのにͿいԫ৭ないしփΦリーϒ৭の砂࣭土など（̎・６層

など）がある。この下層のうち、西ଆでは新しい島畑のՄ能性があるにͿいԫ৭砂࣭土（16層）Ҏ下、

Φリーϒ৭砂࣭土（19層）、ԫ৭砂࣭土（23層）などがଯ積する。23層の下層で࠷古ஈ֊の島畑

を֬認した。一ํ、東ଆでは、ްさ10～20Dmほどの黒৭砂࣭土（44層）、ԫփ৭砂࣭土（45層）、

。փ৭砂࣭土（46層）などがଯ積している。これらが溝ঢ়遺構の埋土を形成している

ʢ̎ʣ̘ ̍۠ͷ調査

ౡാ3�ʢ̨̭��ʣ（第58ਤ）　調査区東෦で検出した（+4ʵo17区ほか）。南北ํ向の島畑である。

島畑の断面؍（第58ਤ）によると、基൫層である҉Φリーϒ৭ඍ砂（44層）を形して島畑を形

成している。この上෦に෦తな土のՄ能性のある҉Φリーϒ৭ඍ砂（47層）や҉৭ඍ砂（43

層）がݟられる。この上෦からૉ掘り溝が掘られていることから、43層上面が࠷ॳ期の島畑と考え
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第58ਤ　̘１区島畑37・38平面ਤ（1/400）・北น土層断面ਤ（1/80）
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られる。この上෦には҉Φリーϒ৭೪࣭土（41層）、Φリーϒ৭೪࣭土（40層）、໌ 、৭ඍ砂（39層）

にͿいԫ৭ࡉ砂（38層）などの層ংが認められる。検出長24ｍ、基෦幅15.2ｍ、上面幅13.0m、高

さ0.5mである。島畑上面のඪ高はおよͦ14.7ｍである。島畑上面では、南北ํ向のૉ掘り溝̨̙03

を検出した。̨̙03は島畑のほ΅中ԝを南北ํ向にԆͼる。検出長17.2ｍ、幅2.6ｍ、ਂさ0.5ｍ前

後である。埋土はԫ৭೪࣭土（42層）である。島畑38では、溝̨̙03を中৺に土師器ยやಃ器ย

などが出土した。ৄࡉな時期はෆ໌であるが、प辺での調査成Ռから中世とਪఆされる。

ౡാ37ʢ̨̭��ʣ（第58ਤ）　調査区西で検出した（+4ʵo24区ほか）。南北ํ向の島畑とਪఆさ

れる。島畑の断面؍（第59ਤ）によると、փΦリーϒ৭シルτ（19層）やփΦリーϒ৭೪࣭土（20層）

などを基൫層とし、Φリーϒ৭シルτ（37層）、৭シルτ（33層）、Φリーϒ৭ඍ砂などの上面

が島畑と考えられる。ただし上෦からのཚが著しくৄࡉはෆ໌である。島畑の土としては、

にͿいԫ৭ࡉ砂（38層）や৭ඍ砂（25・24層）などがられていく。検出長6.4ｍ、上面検出幅

3.6m、基෦検出幅4.8ｍ、高さ0.5mである。島畑上面のඪ高はおよͦ14.2ｍである。島畑上面でૉ

掘り溝は検出しなかった。遺物は土師器ยなどが出土した。ৄࡉな時期はෆ໌であるが、प辺で

の調査成Ռから中世とਪఆされる。

調査区東辺で検出した（+4ʵp17区ほか）。南北ํ向にԆͼる。溝ঢ়　（第58ਤ）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

遺構の土層断面؍（第58ਤ）によると、基൫層である҉Φリーϒ৭ૈ砂（13層）や҉Φリーϒ

৭ඍ砂（44層）を掘りࠐんで形成されている、埋土は、下からΦリーϒփ৭೪࣭土（11層）、փΦリ

ーϒ৭ඍ砂（10層）、҉Φリーϒփ৭ඍ砂（̓層）、Φリーϒփ৭ඍ砂（６層）、փ৭೪࣭土（４層）な

どがଯ積している。検出長17.2ｍ、検出幅3.6ｍ、ਂさ.0.5ｍ前後である。溝の東෦は調査区外

となるが、南北ํ向にԆͼると考えられる。断面؍によると、掘りされたՄ能性と考えられ

る。遺物は須恵器ยなどが出土した。ৄࡉな時期はෆ໌であるが、प辺での調査成Ռから中世と

ਪఆされる。

。調査区西෦で検出した（+4ʵm21区ほか）。南北ํ向にԆͼる　（第58ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

溝ঢ়遺構の土層断面؍（第58ਤ）によると、基൫層であるփΦリーϒ৭シルτ（19層）やփΦリー

ϒ৭೪࣭土（20層）の上෦に形成された࠷ॳ期の島畑にରして、ԫ৭シルτ（18層）がଯ積する。

この上෦に҉Φリーϒ৭シルτ（36層）の土が行われ、փΦリーϒ৭シルτ（17層）やփ৭ࡉ砂

（16層）がଯ積する。このଯ積にରして৭ඍ砂（24層）の土が行われた後には҉փԫ৭ૈ砂（15

層）や҉Φリーϒ৭ૈ砂（13層）などがଯ積している。このように島畑の土と溝ঢ়遺構のଯ積

がަޓに܁りฦされているようすが֬認できる。検出長20.8ｍ、幅12.0ｍ、ਂさ0.5～0.7ｍ前後で

ある。ઌड़の溝ঢ়遺構̨̙01とಉ༷に、中世Ҏ߱、ほ΅ಉじҐஔで溝ঢ়遺構がଘ在したのであΖ

う。遺物は土師器ยやנ器ยなどが出土した。ৄࡉな時期はෆ໌であるが、प辺での調査成Ռか

ら中世とਪఆされる。

 （関広尚世・筒井崇史）
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ʢ̏ʣ̘ ̎ɾ̘̏۠ͷݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ

ౡാ3�ʢ̨̭�3ʣ（第59ਤ）　調査区の西෦で検出した（+4ʵW24区ほか）。南北ํ向の島畑であ

る。島畑の検出長32.1m、基෦幅13.7ｍ、上面幅11.5m、高さ0.6～0.7mである。遺物は土師器やנ

器などが出土した。時期は中世前である。南ଆの̗地区で検出した島畑33・34とはରԠしない

ので、̘地区と̗地区の間に溝ঢ়遺構のଘ在がఆされる。

ౡാ��ʢ̨̭�1ʣ（第59ਤ）　調査区の南東で検出した（,4ʵD21区）。南北ํ向の島畑と考え

られるが、平面తに͝く一෦を֬認したもので、ৄࡉはෆ໌である。島畑は基൫層であるփΦリ

ーϒ৭シルτを形して形成されている。検出長2.4m、検出幅1.3ｍ、高さ0.3mである。໌らか

に島畑45にう遺物は出土しなかった。ৄࡉな時期はෆ໌であるが、प辺の調査成Ռから中世の

ものとਪఆされる。

。調査区の東෦（+4ʵu12区ほか）、島畑36と島畑45の間で検出した　（第59ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

検出長28.2m、検出幅4.4m、ਂさ0.6m前後である。埋土はԫփ৭೪࣭土やփ৭೪࣭土である。

第59ਤ　̘̎・３区島畑36・45平面ਤ（1/300）
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埋土からは土師器やנ器が出土しており、時期は中世前である。

��ʢ第59ਤ）　調査区の西で検出した（+5ʵW2区ほか）。検出長25.5m、検出幅̨̙ߏঢ়遺ߔ

4.5m、ਂさ0.5m前後である。遺物は土師器ยやנ器ยなどが出土した。ৄࡉな時期はෆ໌であ

るが、प辺の調査成Ռから中世とਪఆされる。

ᶄத遺ߏ

調査区のほ΅中ԝを北西から南東に向かってԆͼるように検出した（+4ʵ　（第61ਤ）��̨̙ߔ

第60ਤ　̘３区北น土層断面ਤ（1/100）
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u2区ほか）。南西は溝ঢ়遺構̨̙02によって削平されている。検出長16.5m、幅0.8～1.1m、ਂ

さ0.6～0.9mである。溝ఈはわずかに南東ଆがく、水は北西から南東に向かってྲྀれていたと

考えられる。溝の断面はٯ形ঢ়をఄする。埋土はփ৭シルτで層がՄ能である。遺物は出土

しなかったため、時期はෆ໌である。上層ならͼに下層遺構の時期から、古墳時代から古代に収

まるとਪఆされる。 

ᶅԼ遺ߏ

調査区のほ΅中ԝを北西から南東に向かってԆͼるように検出した　（第62・63ਤ）�3̨̙ߔ

（+4ʵu4区ほか）。後ड़する溝̨̙31とॏෳし、̨̙30のํが新しい。検出長35.2m、幅0.5m前後、

ਂさ0.15～0.25mである。溝の断面はٯ形をఄする。埋土は、おおよͦ上層が黒৭系シルτ、

中層がփ৭系シルτ、下層がփΦリーϒ৭系シルτである。遺物は出土しなかったため時期は、

第61ਤ　̘３区溝̨̙05࣮測ਤ（1/100・1/50）
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第62ਤ　̘̎・３区下層遺構平面ਤ（1/300）

弥生時代中期か、ͦれよりも新しいと考えられる。

調査区のほ΅中ԝを北北西から南南東に向かってԆͼるように検出　（第62・63ਤ）31̨̙ߔ

した（+4ʵu2区ほか）。上ड़の溝̨̙30とॏෳし、̨̙31のํが古い。調査区の南辺の一෦を南に

֦ுして、Մ能なݶり̨̙31の検出にめた。検出長32.0m、幅1.0～1.8m、ਂ さ0.4～0.65mである。

溝の断面はٯ形ないしやや؇いʮ̫ʯࣈঢ়をఄする。̗地区の北東۱で検出した溝̨̙18もಉ

一の溝と考えられ、૯Ԇ長は50ｍにୡする。埋土は上からΦリーϒ黒৭系シルτ、҉փԫ৭砂࣭

土、փΦリーϒ৭砂࣭土、փ৭シルτ（断面e-e�）などである。遺物は南෦を֦ுした地で、

弥生時代中期のᆵがまとまって出土した。また、̘̎区の調査ൣғでも弥生土器のࡉยが出土し

た。時期は弥生時代中期後である。後ड़する土坑̨̠06は̨̙31の埋後に掘削されている。

̨̠��（第64ਤ）　調査区の南、溝̨̙31とॏෳして検出した（,5ʵb1・D1区）。平面形

はほ΅ԁ形をఄする。0.9ܘm、ਂさ0.7mである。埋土はփ৭シルτで層がՄ能である。遺

物は弥生時代中期の土器がগྔ出土した。時期は弥生時代中期後である。
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第63ਤ　̘̎・３区溝̨̙30・31土層断面ਤ（1/50）

ϐοτ̨̥�7ɾ��ɾ��（第64ਤ）　いずれも調査区の南西෦で検出した（,5ʵb1・b2区）。

փ৭シルτ、下層がփ৭0.15m前後、ਂさ0.1m前後の小規模なϐοτである。埋土は上層がܘ

シルτである。遺物は土器のࡉยが出土したものの、ৄࡉな時期はෆ໌である。प辺で検出した

遺構とಉじく弥生時代中期のものと考えられる。

（筒井崇史）
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第64ਤ　̘̎・３区土坑̨̠06ほか࣮測ਤ（1/50）
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̑ ɽग़  遺 

下水主遺跡̖～̘地区の調査では、約4,650㎡をରとし、弥生時代中期から飛鳥時代を中৺に、

土器や木製品に加えて、さらに石製品、土製品が出土している。多ྔの土器と木製品が出土した。

出土遺物の૯ྔは、理ശ૯約700ശҎ上をえる。

出土遺物のうち、弥生土器は、̗地区ྲྀ路̨̙22と̘地区の溝̨̙31を中৺にして出土し、

理ശ約15ശが出土した。古墳時代の土器は、おもに̖地区の溝349と̗地区の溝̨̙22から出

土し、理ശ約250ശҎ上が出土した。また、飛鳥時代Ҏ߱の土器は、理ശ約50ശが出土

している。木製品は、おもに̖地区の飛鳥時代の井戸と、̗地区の弥生時代中期から古墳時代前

期の̨̙22から出土したものである。̨̙22からの木製品のྔはۃめて多く、一෦加をしたࡐ

を含めると約500Ҏ上が出土し、山城地域のなかでもաڈにྫをみないྔの木製品が出土した。

石製品は、̗地区の弥生時代～古墳時代のྲྀ路から、約20が出土した。石製品には、弥生時代

の石᭲や、石の࡞ۄり関係遺物や、古墳時代の石製ྨۄを含Ή。土製品は、古墳時代～飛

鳥時代のړᎤ具である土が出土している。

（高野陽子）

̍ʣੜ࣌ʙݹ࣌ͷ遺

ʢ̍ʣث

ᶃثͷࣜܗྨ

ᾜʣੜثͷྨ

器種にはᆵ・ᙈ・高ഋ・器・ു・ു・形土器がある。ᆵとᙈが主体であり、ͦのଞの

器種はが֬認されるだ͚である。今ճ出土した土器の多くはഁยであり、શ形をりಘるも

のはݶられている。ͦのため、ྨをするにあたってなるく多くのࢿྉをཏతにѻうことが

できる要ૉにணした。またۙߐ系や生ۨ西産などといったଞ地域産のものも֬認されている

が、ຊ報告ではこれらも含めたうえでྨを行う。

Ҏ下では、まず土器のྨを行ったうえで、今ճ出土した土器にͭいてͦの֓要をड़る。

̰ɽᆵɹᆵには広ޱᆵ・ᰍᆵ・༗ஈޱԑᆵ・ࡉᰍᆵ・水ࠩ形土器がある。小ܕと中ܕのもの

が֬認される。

ԑ෦を上下に֦ுするものが多く、ଞにも下ํにਨ下するޱ。ԑ෦が外するᆵޱ　ᆵޱ

ものがある。෦はٿ形である。ޱᰍ෦の形ଶによりྨする。

広ޱᆵ̖　太いᰍ෦をもち、ޱԑ෦はく外するもの。ᰍ෦から෦にか͚て۳ඳઢ文や

۳ඳঢ়文をࢪす。

広ޱᆵ̗　ᰍ෦はకまり、ͦこから上ํに向かってΏるく外するもの。

広ޱᆵ̘　ᰍ෦はకまり、ޱԑ෦はڧく外して水平ۙく広がるもの。

ᰍᆵ　ޱԑ෦からᰍ෦にか͚てཱし、いᰍ෦をもͭᆵ。ޱԑ෦にԜઢ文をࢪす。

༗ஈޱԑᆵ　ཱするडޱঢ়のޱԑ෦にཛ形の෦をもͭᆵ。ޱԑ෦にはԜઢ文やԁ形ු文、

すものがある。શ形をりうࢪみやྻ文をࠁす。ᰍ෦にはಥଳをし、ͦの上にࢪみなどをࠁ
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るものがわずかなため、ޱԑ෦形ଶによりྨする。

༗ஈޱԑᆵ̖　ޱԑ෦の۶ۂがڧく、ͦこからᰍ෦にҠ行するもの。

༗ஈޱԑᆵ̗　ޱԑ෦の۶ۂがऑく、ޱԑ෦からᰍ෦のҠ行が؇やかなもの。

。すࢪいᰍ෦をもͭᆵ。۳ඳྻ文・ԁ形ු文をࡉ、ԑ෦は内しޱ　ᰍᆵࡉ

ਫࠩܗޱ　ثԑ෦は内しながら上ํに৳ͼ、ፘりをもͭᆵ。ޱԑ෦にԜઢ文をࢪす。ຊ来

は手がくものと考えられるが、ຊ遺跡では֬認されていない。

̱ɽᙈ　小ܕ・中ܕ・大ܕすてがଗう。多くはޱᰍ෦のഁยであるため、ޱᰍ෦の形ଶによ

り大きく̎ͭにྨする。

ᙈ̖　ޱԑ෦は上下に֦ுし、ᰍ෦は໌ྎな۶ۂをもͭ。෦にԜઢ文やࠁみ、۳ඳྻ文を

。すて֬認されるܕ大・ܕ中・ܕす。いわΏる戸内系のᙈである。小ࢪ

ᙈ̗　डޱঢ়のޱԑ෦をもͭۙߐ系のᙈである。小１ܕのみの出土である。෦に۳ඳঢ়

文をࢪす。

ᙈ̘　ޱԑ෦を上下に֦ுし、ᰍ෦の۶ۂは؇やかである。෦はؙみをもͭ。小ܕのみ֬認

される。

̲ɽߴഋ　શ形をりಘるものは１のみである。ޱԑ෦の形ଶにより̎ͭにྨする。

高ഋ̖　形のޱԑ෦をもͭもの。Ԝઢ文をࢪす。

高ഋ̗　水平に৳ͼるޱԑ෦をもͭもの。

̳ɽثɹ෦のみの出土である。෦は内しながら下に広がり、෦を֦ுする。Ԝઢ文

をࢪす。ಁ孔はすてԁ形である。

̴ɽു　のͭかないുである。ஈঢ়のޱԑ෦をもち、Ԝઢ文や۳ඳঢ়文などをࢪす。

̵ɽുɹٿ形のു෦にϋのࣈঢ়の٭෦がく。٭෦に多のԁ孔を穿ͭ。

̶ɽܗث　ճస形土器ともݺばれるがここでは形土器とݺͿ。෦にʮϋʯのࣈঢ়の

。෦がく。１のみの出土である٭

（吉村慎太郎）

ᾝʣࣜݹثࢣͷྨ

古墳時代ॳ಄～古墳時代前期の出土土器のྨは、基ຊ成をなす器種を中৺とする。器種

成にお͚る外来系土器のѻいにͭいては、山ӄ系土器など器種によって基ຊ成の一を構成す

るものがあり、ྨに加えている。ྨにあたっては、土器形式に加え、各ଐ性の系౷తなࢹ

をॏࢹしたものとする。

̰ɽᆵɹᆵには、広ޱᆵ・ೋॏޱԑᆵ・ޱᆵ・ᰍޱᆵ・ᰍᆵ・༗ஈޱԑᆵがある。ᆵ

のྨのなかで、特にޱᆵとᰍޱᆵにͭいては、֦ுするޱԑ෦をなすᆵのうち、ޱԑ෦

の高さが、器高の̎の１Ҏ下のものをޱᆵとし、ޱԑ෦の高さが、器高の̎の１Ҏ上のも

のをᰍޱᆵとする。

ᆵޱ

広ޱᆵ̖　ޱԑ෦が大きく։き、෦に面をなすものを広ޱᆵ̖とする。広ޱᆵ̖のうち、ޱ
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ԑ෦の手法によって、ਨ下ޱԑをなすもの̖１とし、ޱԑ෦をཱち上͛るもの̖̎とする。

ೋॏޱԑᆵ

ೋॏޱԑᆵ̖　ཱؾຯにཱち上がるᰍ෦に大きくઢతに։くޱԑをなす。いわΏるـ内系

ೋॏޱԑᆵである。ೋॏޱԑᆵ̖のうち、ঙ内系の加০要ૉをもͭものを̖１とし、ແ文のೋॏ

。ԑᆵを̖̎とするޱ

ೋॏޱԑᆵ̗　ཱؾຯにཱち上がるᰍ෦に大きく外するޱԑをなす。ޱԑ෦は、ड෦の一

に߹し、ड෦෦はٖޱԑঢ়をఄする。外面の基ຊ調はϛΨΩ、ݞ෦内面にࢦ಄ѹࠟを࿈

ଓしてࢪす。Ѩ系のೋॏޱԑᆵである。

ޱᆵ

ޱᆵ̖　ޱԑ෦をؙく୯७におさめるものをޱᆵ̖とする。
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ᰍޱᆵ

ᰍޱᆵ̖　ઢతに৳ͼるޱԑをなし、ޱԑ෦をؙくおさめるものをᰍޱᆵ̖とす

る。

ᰍޱᆵ̗　やや外ؾຯにཱち上がるޱԑをなし、ޱԑ෦を上ํにఠみ上͛る。ঙ内系
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のᰍޱᆵである。

ᰍޱᆵ̘　ઢతに৳ͼるޱԑをなし、ޱԑ෦を内面下ํにංްさせる。

ᰍᆵ

ᰍᆵ̖　くࣈঢ়の୯७ޱԑをなし、ޱԑ෦をؙく୯७におさめるᆵである。

༗ஈޱԑᆵ

༗ஈޱԑᆵ̖　ޱԑ෦にஈをなし、̎次ޱԑが内する大形のᆵである。

̱ɽᙈ　ᙈには、いわΏる第ᶛ༷式系とされる弥生系ᙈと、ঙ内形ᙈ・ཹ形ᙈのほか、ʮくʯ

ԑᙈがある。系౷తなѲޱ߹ԑᙈ、ෳޱঢ়ޱをなすᙈ、ड（ԑとするޱҎ下、୯७）ԑޱঢ়のࣈ

がඞ要となるため、調ٕ法を౿まえたྨをఏ示する。

ᙈ̖　୯७ޱԑをなし、外面をタタΩ成形する弥生系ᙈである。ޱԑ෦の形ଶによって、ؙく

おさめるものを̖１ྨ、෦をఠみ上͛、面をなすものを̖̎ྨとする。

ᙈ̗　୯७ޱԑをなし、ޱԑ෦をఠみ上͛るᙈのうち、外面をࡉかなࠟのタタΩ成形によ

り、内面にέズリをࢪすঙ内形ᙈをᙈ̗とする。ᙈ̗のうち、ᙈのޱԑ෦がやや外ؾຯにཱち

上がり、外面にӈ上がりのࡉかなࠟのタタΩをࢪす山城の在地系ঙ内形ᙈをᙈ̗とする
ㅭ㉅29ㅮ

。内面

は、ᰍ෦までέズリをࢪす。いわΏるʮঙ内ຏ形ᙈʯとݺশされるものである
ㅭ㉅30ㅮ

。̗１ྨには、

。さないものを̱手法とするࢪ、すものを̰手法ࢪԑ෦に̎ͭの手法があり、ઢをޱ

ᙈ̘　ޱԑ෦が内ؾຯにཱち上がる୯७ޱԑをなし、ޱԑ෦を内ଆにංްさせるཹ形ᙈ

である。外面は、ݞ෦にԣํ向のϋέをࢪすことを基調とし、内面はᰍ෦۶ۂ෦の下ํまでέズ

リをࢪす。

ᙈ̙　୯७ޱԑをなすϋέ調のᙈである。ᙈ̙は、ޱԑ෦をؙくおさめる̙１と、෦を

ఠみ上͛面をなす̙̎がある。̙１は、内面ϋέ調を基調とし、̙̎は内面έズリ調を基調

とする。̙１は、弥生系ᙈの系౷をҾき、%̎はঙ内系ᙈの系౷をҾくとみられる。

ᙈ̚　୯७ޱԑをなし、体෦外面はӈ上がりのタタΩ成形によるᙈである。内面にέズリをࢪ

す。タタΩのࠟはࡉかく、山城地域の在地系ঙ内形ᙈ̗１ྨのタタΩ成形手法̰を౿ऻする

大形ᙈである。

ᙈ̛　୯७ޱԑをなし、ޱԑ෦をఠみ上͛るᙈのうち、外面ॎϋέ調によるᙈである。い

わΏるʮཹ向ᙈʯ、あるいはʮཹӨڹᙈʯとされるᙈである。

ᙈ̜　内ؾຯにཱち上がる୯७ޱԑをなすᙈのうち、ޱԑ෦をわずかに外ํにҾき出すᙈ

である。

ᙈ̝　डޱঢ়ޱԑをなすۙߐ系ᙈである。体෦内外面ともにϋέٴͼφσ調を基調とする。

ᙈ̝のうち、外面にઢ文やྻ文がࢪされる加০性をうᙈを̝１ྨとし、ແ文のᙈを̝̎ྨ

とする。

ᙈ̞　ෳ߹ޱԑをなす山ӄ系ᙈである。ཛ形の体෦をなす。体෦はࣼめϋέ調ののち、ݞ

෦にԣํ向のϋέをࢪす。また、体෦内面はέズリ調を基調とする。

ᙈ̟　ෳ߹ޱԑのᙈである。体෦は、器高がく、ുにۙい形ঢ়をなす。山ӄ系ᙈのޱԑ形ଶ
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をなすが、吉備に多くする向があり、山ӄ系ᙈのม༰形とみられる。

̲ɽߴഋɹ高ഋは、શ体の形ঢ়のෆ໌なものが多いが、ഋ෦のみが出土しているものにͭいて

も、手法によって、系౷తなѲができるものは、ྨのରとする。特に、調手法となるϛ

ΨΩに特৭があり、系౷తなѲを行う上でॏ要なଐ性となる。ॎํ向のやや幅の広いϛΨΩは、

弥生系高ഋの基ຊ調であり、これをϛΨΩ̰手法とする。また、古墳時代Ҏ߱、ϛΨΩ手法は

ԣํ向が主体となるが、吉備系高ഋに由来するとされるـ内系高ഋのϛΨΩは幅のࡉい៛ີなϛ

ΨΩであり、一ํ、山ӄ系高ഋのϛΨΩはやや幅の広いことを特৭とする。前者を̱１手法、後

者を̱̎手法とする。

高ഋ̖　۶ۂしてࣼめ上ํにઢతにԆͼるഋ෦をなし、٭෦は෦で؇やかに大きく։く形

ଶをなす。ـ内系高ഋにみる෦の໌ྎな۶ۂはみられず、ঙ内系高ഋとのંతな要ૉをもͭ。

高ഋ̗　高ഋ̖とಉ༷なഋ෦をなすが、٭෦は෦で໌ྎな۶ۂをなし、大きく։く形ଶをな

す。いわΏるـ内系高ഋであり、ཹ式Ҏ߱の主たる形式である。

高ഋ̘　ഋ෦は໌ྎな۶ۂをもたず、ޱԑ෦が؇やかにཱち上がる形ଶをなすものである。ഋ

෦中ԝ外面にಥࠟが認められる高ഋである。山ӄ系高ഋであり、ϛΨΩはやや幅広のԣํ向の

̱̎手法による。

高ഋ̙　ഋ෦に໌ྎな۶ۂを࣋たず、ややؙみをもͭઙいഋ෦をなす高ഋである。ϛΨΩ手法

は、幅の広いॎϛΨΩを特とする弥生系の̰手法による。

高ഋ̚　ഋ෦はਂく、۶ۂしてࣼめ上ํに大きくԆͼる形ଶをなす。ഋ෦の内外面にԣํ向の

̰手法.によるϛΨΩをࢪす。ـ内ঙ内系高ഋに特తな形ଶの一ͭである。

高ഋ̛　۶ۂして大きく։くਂいുঢ়のഋ෦をもち、ϋࣈঢ়に։く٭෦をなす。東海系高ഋで
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第70ਤ　土師器形式ྨ４

あり、ഋ෦内外面ともにϛΨΩ手法はॎํ向の̰手法による。

高ഋ̜　ঢ়のഋ෦をなし、෦が۶ۂして大きく։く٭の高ഋである。ഋ෦内外面、٭෦

外面ともに、ϛΨΩ手法は̱１手法による。

̳ɽു　

ു̖　୯७ޱԑをなすുである。体෦外面は、ϋέ調によるૈ製のുである。

ു̗　डޱঢ়ޱԑをなすുである。ݞ෦に۳ඳઢ文・ಉྻ文をࢪすۙߐ系ുである。

̴ɽखᖿܗث

手ᖿ形土器̖　ു෦ޱԑが、डޱঢ়ޱԑをなすものである。ۙߐ系の手ᖿ形土器である。ു෦

がみられるものࠁすものを̖１とし、ณ෦にࣼ֨子文によるઢࢪ෦に۳ඳઢ文・ಉྻ文をݞ

を̖̎とする。

手ᖿ形土器̗　୯७ޱԑをなすແ文のു෦に、ແ文のณ෦を߹するものを̗とする。

̵ɽখثܗछ　ᆵ・ുの小形器種のうち、ܘޱが器高を྇կするものを小形ؙఈുとする。

小形ؙఈു̖　ᰍ෦に໌ྎな۶ۂがみとめられるؙఈのുのうち、ޱᰍ෦が長く֦ுするもの

を小形ؙఈു̖とする。ޱԑ෦の֦ுの߹い、すなわちᰍ෦からޱԑ෦までの高さ（ޱᰍ෦高）

が器高にめるൺによって、ྨがՄ能である。ޱᰍ෦高がܘޱの̎の１Ҏ上のものを̖１

ྨとし、̎の１Ҏ下のものを̖̎ྨとする
ㅭ㉅31ㅮ

。

小形ؙఈു̗　ᰍ෦に໌ྎな۶ۂがみとめられるؙఈのുのうち、ޱᰍ෦の֦ுがく、３

の１Ҏ下のものを小形ؙఈു̗とする。

小形ؙఈു̘　ᰍ෦の۶ۂはઙく、ޱԑ෦がくཱち上がるുである。۶ۂが໌ྎで、調は

ϛΨΩを基調とするਫ਼製品を̘１とし、ᰍ෦にϋέ調ࠟ・೪土積み上͛ࠟをすૈ製品を̘̎

とする。

小形ؙఈു̙　༗ஈޱԑをなし、体෦はઙくፏ平なുである。体෦内外面にϛΨΩをࢪすこと
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第71ਤ　土師器形式ྨ̑

を基調とする。༗ஈޱԑのड෦幅がޱԑ෦よりも長く、上ํに֦ுするものを̙１ྨとし、く

とどまるものを̙̎ྨとする。

খؙܗఈᆵ　ᆵ・ുの小形器種のうち、器高がܘޱよりも大きいものを小形ؙఈᆵとする。

小形ؙఈᆵ̖　器高がく、ややፏ平な体෦をなすものを小形ؙఈᆵ̖とする。

小形ؙఈᆵ̗　器高が高く、ؙみをଳͼた体෦をなすものを小形ؙఈᆵ̗とする。

༗ஈޱԑখܗᆵ

༗ஈޱԑ小形ᆵ̖　ޱԑ෦にஈをなすものを༗ஈޱԑ小形ᆵ̖とする。

খثܗ　ड෦の形ଶを中৺にྨする。

小形器̖　大きくࣼめ上ํに։くड෦をなす中ۭの小形器である。中ۭとなるԁ孔が、ް

みをもち、面をなすものを小形器̖とする。ड෦はやや内ؾຯにཱち上がる。

小形器̗　ड෦に平ୱな面を形成し、ޱԑ෦をཱち上͛る小形器である。

小形器̘　ࣼめ上ํにཱち上がるड෦をなす中ۭの小形器である。中ۭとなるԁ孔にްみ

をもたないもので、ཹ式期にఆ式化するいわΏるʮ̭ʯࣈ形の小形器である。

（高野陽子）

ᶄ̖۠ग़ͷثɹ第̎ɾ̒࣍調査

ப̨̥݀��（第72ਤ１）　ޱԑ෦が大きく։く小形ؙఈു̖̎である。ޱԑ内面に一෦์ࣹঢ়

のϛΨΩが認められる。おおよͦ古墳時代前期前༿の佐山ᶘ式ʵ４式～ಉᶙ式ʵ１式にؼଐする

とみられる。
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第72ਤ　出土遺物࣮測ਤ１　土器（1/4）
1：4168　2：̨̥123　３：̨̥163　４：̨̥171　̑：41177　6：41248　7：41238　8～20：4%349

ப̨̥݀1�3（第72ਤ̎）　弥生系のᙈ̖のタタΩ成形をࢪすఈ෦である。ఈ෦ྠٕ法によっ

て࡞られたものである。古墳時代ॳ಄の佐山ᶘ式前にؼଐするとみられる。

ப̨̥݀1�3（第72ਤ３）　高ഋの٭෦である。٭෦ܘは大きく、器นはബく、؇やかに෦が

։くタΠϓとみられる。一෦タςํ向のϛΨΩが認められることから、おおよͦ古墳時代ॳ಄の
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佐山ᶘ式にซ行する高ഋとみられる。

ப̨̥݀171（第72ਤ４）　山ӄ系の高ഋ̘の٭෦である。ഋ෦എ面中ԝにಥࠟが認められる。

佐山ᶘ式後～佐山ᶙ式前の古墳時代前期前༿にؼଐするとみられる。

ப̨̥݀177（第72ਤ̑）　小形ਫ਼製器種の༗ஈു̙である。内面に一෦ϛΨΩが認められる。

佐山ᶘ式後～佐山ᶙ式前の古墳時代前期前༿にؼଐするとみられる。

ப̨̥݀�3�（第72ਤ̓）　ঙ内形ᙈのޱԑ෦である。古墳時代前期前༿の佐山ᶘ式～ಉᶙ式

前にؼଐするとみられる。

ப̨̥݀���（第72ਤ６）　小形ؙఈു̙のޱԑ෦である。佐山ᶘ式後～佐山ᶙ式前の古墳

時代前期前༿にؼଐする。

ԑ෦ޱ、ԑ෦である。̕はޱᆵ̗のޱは、̔　（第72ਤ̔～20・第73ਤ21～26）��3̨̙ߔ

がडޱঢ়をఄするᙈのޱԑ෦である。෦が外ํわずかにҾき出され、ۙߐ系土器のӨڹをड

͚たᙈとみられる。10～15は、ঙ内形ᙈ̗１である。いずれも、ӈ上がりのࡉいタタΩࠟをし、

ԑ෦外面に、೪土ޱ。ԑ෦を؇やかに外させてཱち上͛る山城地域に特༗なঙ内形ᙈであるޱ

߹ࠟをすݸ体がみられる（11・13）。成形時に、ޱԑ෦までタタΩあ͛、一୴ס૩ఔを経る

弥生形ᙈにみられる成形手法のӨڹとみられ、山城地域のঙ内形ᙈの特となっている。16は、

୯७ޱԑのޱԑ෦を外ํにҾき出すᙈ̜である。内ؾຯにޱԑ෦をཱち上͛ることから、

ཹ形ᙈから生した形式と考えられる。17は、φσݞの外面ϋέ調の୯७ޱԑᙈである。土

からൖೖ土器のՄ能性がある。18は、ޱԑ෦にࡉかなٖԜઢをࢪす吉備系ᙈである。19は、外面

がແ文化したۙߐ系ᙈ̝である。この形式のᙈは、ཹ式࠷古ஈ֊からみられるものである。20

のᙈ̟は、山ӄ系のෳ߹ޱԑをなすᙈであり、ཹ式古ஈ֊の基ຊ成を構成する器種である。

吉備でも多ྔに生産されるもので、ൖೖ品のՄ能性が高い。21は、小形ؙఈു̖１、22～25は、

༗ஈޱԑの小形ؙఈു̙̎である。22・23は、いずれもણࡉなےঢ়の҉文ঢ়のϛΨΩをࢪす。い

ずれもޱԑ෦ड෦はくཱち上がる。26は、小形器の٭である。溝̨̙349は、ঙ内形ᙈがᙈ

の成の中৺である一ํ、小形ؙఈുが小形ਫ਼製土器のఆ式化Ҏ߱のものであり、ཹ形ᙈの

生とみられるᙈ̜や、ແ文化したᙈ̝が含まれることから、おおよͦ古墳時代前期前༿の佐山ᶙʵ

。ྉであるࢿ式にൺఆされるܕ１

̖۠แؚ（第73ਤ27～30）　27は、ۙߐ系のᙈ̝１である。ޱԑ෦外面に۳ඳྻ文を、ݞ

෦にಉઢ文・ಉྻ文をࢪす。ۙߐ北෦系とされる形ଶであり、弥生時代後期～古墳時代ॳ

಄にؼଐする。28～30は、弥生土器である。28は、̖地区แ含層中から出土したുである。

体෦に̑Ҏ上のԜઢ文をࢪし、٭෦に̎ஈにԁ形のスΧシ孔を穿孔する。٭෦෦をね上͛

る戸内系のുである。29は、֯ર石を多ྔに含Ή҉৭の土をもͭՏ内産のࡉᰍᆵであ

る。ޱԑ外面にॎに࿈चঢ়のԁ形ු文をす。30は、器の٭෦である。外面に̓のԜઢ文

をࢪし、内面に一෦έズリが認められる。やや内ؾຯにཱち上がる٭をなす。いずれも弥生時

代中期後༿とਪఆされる。

（高野陽子）
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ᶅ̗۠ग़ͷث

ᾜʣ第̍࣍調査

̰ʣ̨ ̙��ཷث·Γ

ཷث·Γ̨ᶠ�3（第74ਤ31～36・第75ਤ37～50）　31は、外面はঙ内系のタタΩ成形による

ᰍᆵ̖である。32は、ᰍޱᆵ̖である。ޱԑ෦の調手法は୯७におさめるタΠϓで、

弥生系の長ᰍᆵにかわって、新たに古墳時代前期ॳ༿に成ཱする形式である。体෦下に外面か

らଧちܽきとみられる穿孔がある。33・34は、ᰍޱᆵとみられる。ほ΅形であるが、ޱԑ

෦がҙਤతにଧちܽかれ、体෦に中Ґに穿孔がࢪされる。35～42は、ᙈ̗とするঙ内形ᙈである。

12Dm前後の小形品（43）がܘޱ、23Dmの大形品（37）やܘޱ、は、16Dm前後を基ຊとするがܘޱ

ある。いずれも、ޱԑ෦が؇やかに外してཱち上がる形ଶを示し、土はઙԫ৭～にͿいԫᒵ

৭をఄするもので、山城地域にみられる特తなঙ内形ᙈである
ㅭ㉅32ㅮ

ԑ෦外面に೪土積ࠟが認めޱ。

られるものが多いことも特である。山城地域では、ঙ内形ᙈは、佐山ᶘʵ4ܕ式Ҏ߱に、大形

品や小形品が出ݱし、法ྔによる規֨が໌ྎになる。44は、ཹ形ᙈである。ݞ෦にઢ文とྻ

文がࢪされ、穿孔がࢪされる。45は、山ӄ系の大形ᙈである。46は、ഋ෦はਂく、؇やかにཱ

ち上がる山ӄ系高ഋ$である。ԣํ向のஸೡなϛΨΩがࢪされ、。47は小形ؙఈു"１、48は小形

ؙఈു#である。49は、༗ஈの小形ؙఈു%である。

第73ਤ　出土遺物࣮測ਤ̎　土器（1/4）
21～26：4%349　27～30：̖地区แ含層
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第74ਤ　出土遺物࣮測ਤ３　土器（1/4）
31～36：̨̙22（̨ᶠ23）
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第75ਤ　出土遺物࣮測ਤ４　土器（1/4）
37～50：̨̙22（̨ᶠ23）
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第76ਤ　出土遺物࣮測ਤ̑　土器（1/4）
51～61：̨̙22（̨ᶠ24）

ཷث·Γ̨ᶠ��（第76ਤ51～61）　51は、ཹ系のᰍޱᆵ$である。52～55は、ঙ内形ᙈ

#である。いずれも山城地域に特తなޱԑ෦が外してཱち上がるタΠϓである。56は、外面

ϋέ調のᙈ̜である。ޱԑ෦はఠみ上͛、ঙ内系のᙈのޱԑ形ଶをなす。57は、ཹ系のᙈ

$である。ޱԑ෦内面が水平ํ向にංްし、ݞ෦にઢ文をࢪすもので、࠷古式のཹ形ᙈで

ある。58は、山ӄ系の大形ᙈのൖೖ品とみられる。ݞ෦にઢ文をࢪす古式のᙈである。59は、

高ഋの٭෦で、ԣํ向のࡉかいϛΨΩをࢪすঙ内式ซ行期Ҏ߱に行するـ内系高ഋである。ま

た、60の高ഋ٭෦はॎํ向の幅の広いϛΨΩをࢪすもので、弥生系の古式の高ഋである。61は、

֯ર石を多ྔに含Ή特తな土をもͭᆵ体෦で、Տ内産あるいはذࢌ系のᆵとみられる。

4924の出土土器は、ঙ内形ᙈが༏で、弥生系の要ૉをす高ഋなどを含Ήことから、古墳時

代ॳ಄の佐山ᶘʵ４ܕ式にซ行するࢿྉである。
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第77ਤ　出土遺物࣮測ਤ６　土器（1/4）
62～65：̨̙22（̨̭25）　66～72：̨̙22（̨̭29）
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ཷث·Γ̨ᶠ��（第77ਤ62～65）　62は、大形のـ内系ೋॏޱԑᆵ̖である。筒ঢ়のᰍ෦を

もち、̎次ޱԑがくࣼめ上ํにཱち上がるものである。63はᰍޱᆵ"で、64・65はཹ形

ᙈである。ؼଐ時期は、ೋॏޱԑᆵのᰍ෦ܘが大きく、外面ϋέ調であることや、ཹ形ᙈを

基ຊとし、ޱԑ෦の形ଶもややްみをなすものや（64）、内面下ํにංްするもの（65）からなる

ことから、古墳時代前期前༿の佐山ᶙʵ１ܕ式にؼଐする。

ཷث·Γ̨ᶠ��（第77ਤ66～72）　66～68は、ঙ内形ᙈ#ある。いずれもޱԑ෦が外してཱ

ち上がる山城の地域తなᙈである。66は、体෦が大きくுり、ޱԑ外面下෦までタタΩがࢪされ

る手法や、67はޱԑ外面に೪土積ࠟをす手法がみられる。いずれも山城のঙ内形ᙈに特తに

みられる手法である。69～71は、ཹ形ᙈ$である。69・70は、ޱԑ෦が長く֦ுし、෦は内

面に水平ํ向にංްする古式の特をなす。71は、ݞ෦外面にઢ文をࢪすཹ形ᙈ$である。

ഁยの一෦をਤ化したものだが、ઢ文の上からಥ文がࢪされることより、ྻ文としてݞ෦

を८るタΠϓとみられる。72は、ـ内系高ഋのഋ෦である。ഋ෦外面にࡉかなԣํ向のϛΨΩを

し、さらにఈ෦に์ࣹঢ়のஸೡなϛΨࢪす。ഋ෦内面には、ԣํ向とॎํ向のϛΨΩをॏねてࢪ

Ωがࢪされる。4929のؼଐ時期は、まず、高ഋのഋ෦̗がਂく、ਫ਼៛なϛΨΩをࢪすことに加え、

ᙈの成ൺにおいて、ঙ内形ᙈとཹ形ᙈがほ΅፰߅する、さらにཹ形ᙈのなかに、֦ுが

くްみをอͭやや新しい༷૬を示すᙈが含まれることなどから、佐山ᶘʵ４ܕ式～佐山ᶙー１

。ྉとみられるࢿ式にซ行するܕ

̱ʣ̨ ̙��Ґ（第78～80ਤ）

�7（第78ਤ73～84）　73は、加০ᆵの体෦である。ઢ文とྻ文をࢪす東海系の文༷構成

をもͭ加০ᆵである。74は、ݞ෦が大きくுるᆵの体෦とみられる。ޱԑ෦をܽଛするが、ٖޱ

ԑ෦にஈをなすことや、体෦の形ঢ়から、山ӄ系ෳ߹ޱԑᆵとみられる。75～78はঙ内形ᙈ̗

である。いずれもޱԑ෦が外してཱち上がる山城の地域తなঙ内形ᙈである。76は、ޱԑ෦外

面下෦までタタΩ成形をࢪし、೪土のྠ積ࠟが認められる。79～81のཹ形ᙈは、ޱԑ෦が長く、

֦ுする古૬を示すものと（80）と、ややく、෦内面下ํに֦ுするもの（79・81）がある。82

は、෦が؇やかに広がる高ഋの٭෦である。83は、小形ؙఈു̖̎であり、内外面にஸೡにϛ

ΨΩをࢪす。84は、東海系の̨ࣈᙈ̗ྨである。  

Ҏ上、47層の出土土器は、ঙ内形ᙈの法ྔ化が໌֬となる小形品を含Ήことや、小形の̨ࣈ

ᙈ̗ྨが含まれること、またཹ形ᙈのޱԑ෦形ଶにޱԑ෦内面下ํにංްする新しい要ૉがみ

られることから、おおよͦ佐山ᶘʵ4式から佐山ᶙʵ1式にซ行するものとみられる。

��（第78ਤ85～98）　85は、Ѩ系ೋॏޱԑᆵで、ൖೖ品とみられる。86～90は、ঙ内形ᙈ

̗である。91から95は、ཹ形ᙈ̘である。96は、୯७ޱԑᙈである。器นはްく、体෦外面は

ࣼめԣํ向のૈいϋέ調をす。ޱԑ෦外面下には、体෦向͚たॎํ向のϋέ具ࠟが

される。体෦はいスτϩーΫでࢪされたϋέ調を特৭とすることや、৭調は҉ᒵփ৭をఄす

ることから、在地系土器にはݟられない特をఄする。東海Ҏ東の地域からのൖೖ土器とみられ

る。98は、ᆵの体෦下とਪఆされる。֯ર石を多ྔに含み、৭調は҉৭をఄするൖೖ土器で
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第78ਤ　出土遺物࣮測ਤ̓　土器（1/4）
73～84：̨̙22 （47層）　85～98：̨̙22 （46層）

ある。古墳時代前期の֯ર石を含Ή土を特とする土器はՏ内産とذࢌ産がられるが、ࢿ

ྉは、器นはബく、Տ内産のᆵとみられる。46層は、ঙ内形ᙈがᙈの構成ൺの約３ׂఔをめ、

ཹ形ᙈが約ׂ̑をめる。Ѩ系のᆵが含まれる一ํ、ᙈには新しい要ૉがあり、ޱԑ෦外面

の下෦にڧいԣํ向のφσをࢪすཹ形ᙈ （̘95）や、内ؾຯにཱち上がるޱԑ෦に෦を外ํ

Ҿき出すᙈ （̜97）などがある。こうしたから、おおよͦ佐山ᶙʵ１式ซ行の古墳時代前期前
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第79ਤ　出土遺物࣮測ਤ̔　土器（1/4）
99～108：4̙22 （45層）　109～124：̨̙22 （43層）
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༿を中৺とする土器群とਪఆされる。

��ʢ第79ਤ99～108）　45層は、古式土師器を多くแ含するが、出土土器の૯ྔの約20�ఔ

が、ಃ༢̩̠23ܕ式にซ行する須恵器である。出土土器から、層Ґのؼଐ時期はおおよͦ古墳時

代中期後༿とਪఆされる。99は、ᆵ形土器の体෦である。ޱᰍ෦をҙਤతにଧちܽかれՄ能性が

高い。100は、ঙ内形ᙈ̗、101・102はཹ形ᙈ̘、103は୯७ޱԑᙈである。104は、小形ؙఈ

ുである。99～104までの土器はいずれも古墳時代前期にؼଐする。105は、須恵器のഋ֖で、

106～108はഋである。ഋ֖は、ܘޱが小さく、ྏが໌ྎで、ఱက෦は高く、ஸೡなϔϥέズリ

をࢪす。ޱԑ෦はわずかに外ํにҾき出され、内面に໌ྎなஈをなす。106～108のഋは、ޱ

ԑޱԑのཱち上がりは高く、ਂいഋ෦をなす。また、いずれもޱ、は10Dm前後とҾきకまりܘ

෦内面に໌ྎなஈをなす。

�3（第79ਤ109～124・第80ਤ120～124）　出土土器の約10�ఔは須恵器である。おおよͦ

ಃ༢̩̠43ܕ式にซ行するࢿྉであり、層Ґは古墳時代後期後༿にҐஔづ͚られる。弥生時代中

期～古墳時代前期の土器をแ含する。109は、ೋॏޱԑᆵである。ᰍ෦が長く֦ுし、い̎次

、ԑをするもので、東海Ҏ東の地域に由来する土器とみられる。110～113は、弥生中期土器でޱ

110はുのޱԑ෦である。ޱԑ෦は೪土をష͚ஈঢ়にし、ͦの上にઢ文をࢪす。内外面の調

はෆ໌である。ޱԑ෦には上から۳ඳঢ়文ଳ̎ଳ、۳ඳ࿄ঢ়文ଳ１ଳ、Ԝઢ文̎Ҏ上をࢪ

す。111は器の෦から෦にか͚てのഁยである。෦下にԁ形のಁ孔を穿ͭ。外面には

タςϋέ調がわずかにる。෦は内しながら外ํ広がり、Ԝઢ文̑をࢪす。内面෦

下の調はタςϋέである。112は٭෦ยである。上下̎ྻの小さなಁ孔を穿ͭ。෦にはԜ

ઢ文̎Ҏ上ࢪす。内面にはԁ൫ॆరをしていたと考えられるṞࠟが֬認される。113は形

土器である。෦と考えられる෦は平ୱな面を形成していることからの器種とは区別され

る。෦は೪土をॆరすることにより形成されたと考えられるが、ॆరした೪土はṞしͦのࠟ

跡が֬認されるだ͚である。෦外面はφσ調である。٭෦外面にはタςϋέ調をࢪす。

114～119は、古墳時代ॳ಄から前期前༿を中৺とする土器である。ঙ内形ᙈは、いずれも山城地

域に特తなᙈ （̗114～116）であり、ޱԑ෦が長く֦ுするཹ形 （̘117）を含Ή。118は、弥

生系のᙈఈ෦であり、119はࡉかなԣํ向のϛΨΩを特とするـ内系高ഋとみられる。120・

第80ਤ　出土遺物࣮測ਤ̕　土器（1/4）
120～124：̨̙22 （43層）
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121は、୯७ޱԑのᙈであるが、ޱԑ෦はややཱؾຯにཱち上がり、体෦外面はૈいॎํ向の

ϋέがࢪされ、内面にέズリがࢪされる。122は、形の土師器ഋで、内外面をφσ調される。

123は須恵器ഋ֖、124はഋである。ഋ֖はޱԑ෦からఱက෦のม化に、ઢঢ়のྏはすで

に認められないが、ޱԑ෦内面にはわずかにஈをなす。また、ഋは、ޱԑ෦のཱち上がりはઙ

く、෦をؙく収めるが、ഋޱ৶෦ܘは小形化しておらず、ఈ෦にϔϥέズリがࢪされる。

̨̙��（第81ਤ125～144）　125～144は、ؼଐ時期の໌らかな層Ґ別औり上͛によるもので

はないが、̨̙22から出土した土器である。

125は広ޱᆵ̖のޱԑ෦である。ޱԑ෦は外ଆに広がり、内面はޱԑ෦面ۙで面をもͭ。

第81ਤ　出土遺物࣮測ਤ10　土器（1/4）
125～144：̨̙22
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にޓしたのち、ԁ形ු文とΩβϛをަࢪԑ෦は下ํに大きくਨ下し、面にはԜઢ文を６ޱ

す。内外面の調はφσである。126はᰍᆵのޱԑ෦と考えられる。Ԝઢ文を３ࢪす。外

面にはタςϋέ調がわずかにる。内面はφσ調をࢪす。փന৭をఄすることから、東෦

戸内からのൖೖのՄ能性がある。127は中ܕのᙈ̖のޱԑ෦である。ޱԑ෦はわずかにංްさせ、

ᰍ෦はڧく۶ۂする。内面の調はϤコϋέである。

128は中ܕのᙈ̖のޱԑ෦である。127ಉ༷、ᰍ෦にڧいྏをもͭがややް手である。ޱԑ෦

は上下に֦ுし、面にԜઢ文３、下にはࠁみをࢪす。129は高ഋ̖のޱԑ෦から٭෦にか

͚てのഁยである。ޱԑ෦にԜઢ文を2ࢪす。外面の調はຎ໓のためෆ໌である。ഋ෦内面

にはϔϥの具ࠟがる。ഋ෦ఈ面はԁ൫をॆరすることにより成形されたものと考えられる

が、ॆṇしたԁ൫はܽ落している。130は高ഋ̗である。٭෦の広がりは小さい。外面の調は

ഋ෦ではタςϋέ、٭෦ではϢϏΦαΤである。ഋ෦内面はϤコϋέ調である。٭෦にはϤコ

έズリ調をࢪす。ഋ෦ఈ面はԁ൫ॆṇ法により成形される。

131～137は、ঙ内形ᙈである。いずれも在地系のঙ内形ᙈである。131・132は、ޱԑ෦外面に

ઢをࢪすことを特৭とする。ޱԑ෦にઢをࢪすঙ内形ᙈは、ຏ地域のᙈの地域త特とし

てࢦఠされるものであるが、山城のঙ内形ᙈにおいても特తに認められるものであり、在地産

とਪఆされる。138～140は、ཹ形ᙈである。器นがബく、ޱԑ෦が長く֦ுするもの（138）や、

。ԑ෦をわずかにංްさせるもの（140）があるޱ、たせてංްするもの（139）࣋ԑ෦にްみをޱ

141は、外面ϋέ調による小形ؙఈᆵである。142は、土師器ᆁである。器高にൺしてܘޱが大

きくややፏ平なؙ形の体෦をなす。器นは内外面をおもにφσ調によるが、外面下にέズリ

が認められる。ޱԑ෦はく内ؾຯにཱち上がり、器นはബく、土は、ࠞ和ࡐがۃめてগな

いਫ਼ྑな土をもͭ。ম成はݎ៛で、৭調は҉৭をఄし、形ଶ・土・৭調ともに在地産土器

にみられない特をなす。ಉ種の形ଶ。特をもͭ土器は、ಸྑ市प辺の平城京下層遺跡で֬認

しており
ㅭ㉅33ㅮ

、こうした地域で生産され、ൖೖされた土器とみられる:ڞ関係から、ಃ༢編年T,23

ྉとみられࢿଐするؼが༩えられるとされ、̨̙22第45層の時期に؍式にซ行する時期の年代ܕ

る。143は、土師器高ഋの٭෦で、෦がく外ํに։くことを特とする。古墳時代後期後

のࢿྉとਪఆされ、̨ ̙22第43層の時期に֘するものであΖう。144は、須恵器ᰍᆵのޱԑで、

く外するޱԑをなす。143とಉ༷、第43層の古墳時代後期後にؼଐするࢿྉとみられる。

（高野陽子・吉村慎太郎）

ᾝʣ第̎࣍ɾ̒࣍調査

̰�ೄจɾੜ࣌ͷث

̨̠��（第82ਤ145）　145は形で中ܕのᙈ̖である。ޱԑ෦はわずかに上下に֦ுし、

面にԜઢ文、下にࠁみをࢪす。෦࠷大ܘは෦中Ґよりやや上ଆにありܘޱを大きく྇ぐ。

෦にྻ文を̎ஈにわたってす。外面の調はશ体をタςϋέ後、ఈ෦から෦下にか͚

てタςϛΨΩ調をࢪし、࠷後にఈ෦प辺をφσ調しえる。内面の調はఈ෦からޱԑ෦を

タςϋέ調後、ޱԑ෦にϤコφσ調をࢪす。ఈ෦にはϢϏΦαΤ調がる。
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̨̙��นஅ໘࠷Լ（第

83ਤ146）　146は༗ஈޱԑᆵ̖

のޱԑ෦である。ޱԑ෦のཱ

ち上がりはく、ͦこにԜઢ

文を３ࢪす。ޱԑ෦の調

は内外面ともφσ調である。

ᰍ෦外面はタςϋέ調、内

面はφφϝϋέ調である。

̨̙��ɹ̏۠̚ࡐ؛ޢपล

（第83ਤ147）　147は༗ஈޱԑ

ᆵ̖のޱԑ෦である。ޱԑ෦

にԜઢ文４、෦にࠁみを

す。外面の調はφσ調ࢪ

である。内面の調はέズリ

後Ϥコφσ調をࢪしたもの

と考えられる。

̨̙��ཷث·Γ̨̭73

（第83ਤ148～151）　148は広ޱ

ᆵ̗のޱԑ෦から෦にか͚

てのഁยである。ޱԑ෦外面に

ススがணしていることからࣽ

に利用されていたと考えられる。ޱԑ෦は上下に֦ுし、Ԝઢ文をࢪす。外面ޱԑ෦からᰍ෦

にか͚てタςϋέ後、ᰍ෦から෦にか͚て۳ඳઢ文を̎ଳҎ上ࢪす。ޱԑ෦内面に۳ඳྻ

文をࢪす。内面の調はφσである。149は小ܕのᙈ̘である。ޱԑ෦෦はӶく上下に֦ுする。

෦はؙみをもͭ。外面はࢦԡさえ調後φσ調をࢪす。内面にはڧいφσ調をࢪす。外面

શ体にススがணする。150は大ܕのᙈ̖である。ᰍ෦はڧく۶ۂし、ޱԑ෦を上下に֦ுする。

ᰍ෦から෦にか͚ての外面の調はϤコํ向のタタΩ後タςϋέであり、内面はφφϝϋέ調

である。151はᙈの෦ยである。外面には᧪ঢ়のススがணする。外面の調は上をタタ

Ω後、タςϋέでタタΩのࠟ跡をফしている。下はέズリ調をࢪし、࠷後に下をタςϛΨ

Ω調で上͛る。内面の調はタςϋέであり、わずかにࢦԡさえも֬認できる。

̨̙��（第84ਤ152～168）　152はೄ文時代のਂുのޱԑ෦である。෦ۙにಥଳをష͚、

ͦの上からঢ়の具でԡし͚ঢ়にする。内外面の調はෆ໌である。153は広ޱᆵ̖である。

すが、ු文はṞしておりࠟ跡のみ֬認でࢪԑ෦は上下に広がり、෦にԜઢ文とԁ形ු文をޱ

きる。ᰍ෦には۳ඳঢ়文ଳ１ଳ、۳ඳઢ文ଳ１ଳをࢪす。ޱԑ෦内面には۳ඳঢ়の具によ

るྻ文がࢪされる。154は広ޱᆵ̖である。ޱԑ෦෦にԜઢ文４をࢪす。内外面の調は

第82ਤ　出土遺物࣮測ਤ11　土器（1/4）
145：̨̠42
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φσである。155は広ޱᆵの෦ยと考えられる。外面は෦上をタςϋέ調後、下にϤ

コϋέ調をࢪす。文༷は۳ඳঢ়文ଳ３ଳ、۳ඳઢ文ଳ３ଳをަޓにࢪす。内面はϤコ・φ

φϝϋέ調をࢪす。156は広ޱᆵのޱԑ෦である。ޱԑ෦は෦を大きくਨ下させ、ͦこにԜ

ઢ文６をࢪし、ࠁみとԁ形ු文をަޓにす。外面の調はφσである。内面の調はෆ໌で

ある。157は広ޱᆵのޱԑ෦である。෦は೪土を加し、上下に֦ுする。内外面の調はຎ

໓のためෆ໌である。158は༗ஈޱԑᆵ̗である。ޱԑ෦からᰍ෦のҠ行は؇やかである。ޱ

ԑ෦にԜઢ文３と̎１ݸのԁ形ු文をࢪす。159は༗ஈޱԑᆵのᰍ෦と考えられる。೪土ଳ

を加し、ͦの上を۳ঢ়の具によりࠁみをࢪす。ͦの下にはさらに۳ඳྻ文をࢪす。外面の

調はタςϋέである。内面はφφϝϋέ調、ࢦԡさえ調をࢪす。160は小ܕのᙈである。

。ԑ෦はφσ調後、෦を上ํにͭまみあ͛る。外面ᰍ෦ۙにタςϋέ調が֬認できるޱ

162は大ܕのᙈ̖である。ޱԑ෦を上下に֦ுし、ઢ文１と۳ঢ়具によるࠁみを̎ஈࢪす。

ᰍ෦はくのࣈঢ়にڧく۶ۂする。外面は෦をタςϋέ調後、ޱԑ෦をϤコφσする。内面は

෦にφφϝϋέ調、ࢦԡさえ調をࢪす。163は大ܕのᙈ̖である。ޱԑ෦をϤコφσに

より上下に֦ுしたのち、Ԝઢ文３とࠁみを̎ஈにわたってࢪす。内外面の調はϋέである。

第83ਤ　出土遺物࣮測ਤ12　土器（1/4）
146：̨̙22（西น断面࠷下層）　147：̨̙22（３区護岸̚ࡐप辺）　148～151：̨̙22（̨̭73）
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第84ਤ　出土遺物࣮測ਤ13　土器（1/4）
152～168：̨̙22内
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164はఈ෦ยである。外面の調はϤコϋέとφσである。内面はφφϝϋέ調後、下に

φσ調をࢪす。165はఈ෦ยである。外面にタςϋέ調をࢪす。内面にέズリ調のࠟ跡が

。いϤコφσ調によりԜΉڧԑ෦と考えられる。෦ۙはޱる。166は高ഋ̖の

167は器෦ยである。Ԝઢ文を４Ҏ上ࢪす。ԁ形のಁ孔を穿ͭ。外面の調はタςϋέ

である。内面の調は上がタςϋέ、下はφσである。168は٭෦ยである。෦をංްさせ、

上下に֦ுする。内面にϤコํ向のέズリ調をࢪす。

（吉村慎太郎）

ثͷ࣌ݹ�̱

̨̙��　̨̙22の出土土器にͭいては、出土層Ґによって、࠷下層、下層、中層、上層のॱ

に報告する。࠷下層は、第６次調査において、４区掘り下͛のࡍに、断面３とのରԠにより、層

Ґతऔり上͛がՄ能となったものである。各断面（断面１～３）で֬認された、古墳時代ॳ಄の土

器を含Ή҉փΦリーϒ৭シルτ層を各区にڞ通する層Ґとしてᶜ層とし、さらに一ׅ性の高い一

群を࠷下層ᶃとして報告する。また、下層ᶃ・ᶄは、第４・６次調査において、古墳時代前期前

༿の多ྔの土器を出土したփΦリーϒ黒৭砂ࠞじりシルτ層から出土した土器群である。各区に

通する層Ґとしてᶚ層とし、下層出土土器としてऔりѻうものである。中層ᶃ・ᶄ出土土器もڞ

ಉ༷に、第４・６次調査のփΦリーϒ৭（第35ਤ14層）にରԠし、上層にͭいては、Φリーϒ黒৭

シルτ࣭ࡉۃ砂（第35ਤ11層）から出土したものである。

�Լᶃ࠷̐۠ᶜԼ�（第85ਤ169～182）　169～192は、４区ᶜ層のなかでも下層に૬す

る層Ґから出土した。169は、ـ内系ೋॏޱԑᆵ̖１である。ޱԑ෦外面にԁ形ු文をࢪす。170

は、広ޱᆵのޱԑとみられる。෦にઢを८らせる。171は、いわΏる内ޱԑᆵのޱᰍ෦で

ある。東海地域からのൖೖ品とみられ、ն間編年ᶘ式後にؼଐするものであΖう
ㅭ㉅34ㅮ

。172は、

ᰍᆵのޱԑである。174～177は、いずれも弥生系タタΩ成形ᙈである。174・175のᙈ̖は、外面

にૈいタタΩをࢪし、内面にϋέのちφσ調をࢪす。174は、ޱԑ෦をわずかにఠみ上͛るが、

175は෦を上ํにཱち上͛、面をなすことを特とする。175は、体෦のタタΩ成形ののちに、

શ体にࣼめϋέ調がࢪされる。ـ内の弥生系୯७ޱԑᙈには、タタΩ成形ᙈとϋέ調ᙈの̎

ྨがあるが、ຊྫはંతな要ૉをもͭᙈである。176・177は、タタΩ成形ᙈである。176は、

のタタΩを特とする。また、177は内面に一෦έズリがみとめられ、いずれも弥生系ᙈのےࡉ

なかで新しい要ૉをもͭものである。178は、手ᖿ形土器である。ޱԑ෦は、डޱঢ়ޱԑをなし、

ᤶ෦はܽଛするが、ു෦との໌ྎな߹ࠟをす。体෦外面は中Ґにಥଳをめぐらせ、ݞ෦に۳

ඳಥྻ文をࢪす。શ体に器นはബく࡞られ、ു෦はਂく、手ᖿ形土器のなかでも古式の特

をもͭ。৭調は在地系土器とはҟなり、փന৭をఄし、ۙߐ地域からのൖೖ品とみられる。179

～181は、弥生系タタΩ成形ᙈのఈ෦である。また、182は、弥生系ϋέ調ᙈのఈ෦である。

179・182は、いずれもఈ෦中ԝにܘ約１Dmの穿孔が認められる。࠷下層ᶄのؼଐ時期にͭいて

検౼しておきたい。ࢿྉ群のᙈは、ঙ内形ᙈを含まず、弥生系タタΩ成形ᙈだ͚で構成されるが、

ͦの特として、ᙈのޱԑ෦をཱち上͛、面をなすものがをめる。こうした特は、お
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第85ਤ　出土遺物࣮測ਤ14　土器（1/4）
下層ᶄ࠷下層ᶃ　183～192：̨̙22࠷22̨̙：182～169
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もに佐山ᶘ式Ҏ߱のᙈにみられるものであり、おおよͦ佐山ᶘ式前にؼଐするものとݴえる。

さらに、手ᖿ形土器の形ଶから、編年తなҐஔづ͚をよりߜりࠐΉことがՄ能である。178の手

ᖿ形土器は、佐山ᶘʵ2式のඪ४ࢿྉとなるۙߐ系手ᖿ形土器よりも、ड෦ٴͼു෦形ଶがਂく、

文༷構成にも弥生後期のۙߐ系ുの文༷要ૉをす。編年తにはより古式にҐஔづ͚られること

がՄ能であり、ͦのؼଐ時期を佐山ᶘʵ1式とみることができよう。

４区ᶜ層下層ࢿྉにͭいては、175のᙈ"̎の体෦外面に著しく化物がணしており、化

物の一෦を̖.4年代ੳのରとした（編３ࢀর）。また、４区ᶜ層出土の木製品にͭいても

。（রࢀ編̎）しており、̖%.162年の年代値をಘているࢪૉಉҐ体ൺ年ྠ年代ੳを࣮ࢎ

۠��Լᶄ࠷ᶜ�（第85ਤ183～192）　183は、ݞ෦にઢ文とಥྻ文をަޓにࢪす加০

ᆵのݞ෦である。ಥྻ文を特とすることから、東海系の加০広ޱᆵのݞ෦とਪఆされる。

৭調は、ᒵ৭（7.5:36/8）をఄし、ൖೖ土器とਪఆされる。183～188は、弥生系タタΩ成形ᙈ̖

である。ޱԑ෦をཱち上͛、面に面をなすもの（184・185）と、୯७にؙくおさめるもの（186

～188）がある。187は、ࠨ上がりのタタΩ成形を特とする。いわΏる第7༷式系ᙈは、小形器

種の成形ٕज़から一෦にӈ上がりのタタΩ成形
ㅭ㉅35ㅮ

ᙈがみられることをআ͚ば、ӈ上がりのタタΩ成

形を基ຊとし、山城地域でもほとんどྫ外は֬認されない。ࠨ上がりのタタΩ成形は、ຏप辺

の弥生系ᙈに一ఆൺ֬認され
ㅭ㉅36ㅮ

、ຊྫもઁ津からຏにか͚ての地域からൖೖされたՄ能性があ

る。189～191は、弥生系タタΩ成形ᙈのఈ෦であるɻ190・191はɺۼみఈをなしఈ෦ྠٕ法に

よるとみられる。192は、４区護岸ࡐ北ଆのᶜ層中から出土したものである。外面タςϋέ調、

内面にέズリをࢪす北ۙـ系の༗ஈޱԑのᙈである。ޱԑ外面のཱち上がりはઙく、外面をφσ

調するᙈであり、北ۙـ系土器の域のなかでも南෦にあたる、北୮から西୮にか͚て

の地域に由来するものとਪఆされる。４区ᶜ層ᶄ出土のࢿྉは、４区ᶜ層ᶃとᙈの基ຊ成はほ

΅ಉ༷であり、また弥生系タタΩ成形ᙈもঙ内式古ஈ֊にݦ在化するޱԑ෦に面をなすタΠϓ

が成の一を構成することから、古墳時代ॳ಄の佐山ᶘʵ１～̎式にซ行するࢿྉとみられる。

土器編年西୩ᶙـ系土器にͭいても、北ۙـする北ۙڞ
ㅭ㉅37


式におおよͦҐஔづ͚られるものであ

り、ରԠ関係にᴥᴪはແく、ـ内ঙ内式古ஈ֊にซ行するࢿྉであΖう。

ԑ෦が内してޱ。ԼʙԼ（第86ਤ193～202）　193は、３区南岸の土層から出土した࠷

くཱち上がることを特とする、いわΏる内ޱԑᆵとよばれる東海系土器である。৭調は、

ᒵ৭をఄし、ൖೖ土器とਪఆされる。194・195は、弥生系タタΩ成形ᙈである。ޱԑ෦をཱ

ち上͛、面に面をなすものである。196は、୯७ޱԑᙈである。197は、ᆵ形土器の体෦である。

内面にϋέ調をࢪす。198は、高ഋഋ෦がਂく大きく։き、内外面にஸೡなॎํ向のϛΨΩをࢪす。

199は、高ഋ٭෦がઢతに大きく։き、やや内する෦をなす。外面には、ॎํ向のϛΨΩが

す。198・199は、߹はみられず、出土地もҟなるが、いずれࢪされ、内面にϋέ調をࢪ

もにͿいԫᒵ৭（10(6/1）をఄし、ಉ一ݸ体とਪఆされる。東海系のൖೖ土器とみられる。200は断

面 下層から出土した。ड෦にஈをなす器あるいは高ഋの一෦である。ड෦中࠷の中ԝ（̎ܣ̎）

ԝに、ম成前の穿孔があり、中ۭの器とみられる。৭調は、にͿいԫᒵ৭をఄし、ۙߐ北෦地
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域からのൖೖ土器のՄ能性が高い。201・202断面３（３ܣ）प辺の基൫上から出土した。201の

ു"は、く۶ۂして։くޱԑ෦をなす。体෦外面にϋέ調をすૈ製品である。202のᆵは、

ᆵである。下れの体෦を特とすޱԑをなすとみられる広ޱԑ෦を一෦ܽଛするが、ਨ下ޱ

る。体෦上は加০され、ݞ෦に۳ඳྻ文、ಥ文、ઢ文をࢪす。৭調はᒵ৭をఄする。

東海地域からのൖೖ土器とみられる。࠷下層出土遺物には、ൖೖ土器のなかでも、特に東海系土

器が༏である。ঙ内式期前にお͚るこうした成の༗りํは、వ向遺跡など、ـ内の主要遺

跡でࢦఠされるとこΖであり、遺跡もಉ༷の向がみられる。

Լᶃ�� ʢ۠அ໘3ʣ�（第87ਤ203～225）　203は広ޱᆵ̖である。ޱԑ෦に面をなし、෦

を下ํにҾき出す。内外面ϋέ調をࢪす。204は、ۙߐ系डޱঢ়ޱԑᙈである。ޱԑ෦のཱち

上がりはਂく、外面に۳ඳྻ文をࢪす。205～207は、ཹ系のᰍޱԑᆵ̘である。208は、

༗ஈޱԑの吉備系ᙈである
ㅭ㉅38ㅮ

す。外面は、ຏが著しいが、一෦にࢪかなϋέをࡉԑ෦外面にޱ。

ϛΨΩをし、内面はέズリをࢪす。吉備土器編年にお͚るᶠ̰期、下田所式
ㅭ㉅39ㅮ

期にซ行するࢿྉ

とみられる。209～218は、ঙ内系のᙈ̗である。219は、ཹ系のᙈ̘である。220は、東海系の

ᙈ̗ࣈᙈྨによる。いわΏる̨ࣈᙈである。東海ն間̨ࣈ4
ㅭ㉅40ㅮ

ྨの小形品である。東海地域の4

みがࠁԑ෦面にޱ内土器編年のཹ式Ҏ߱に小形化したものが行するが、ຊྫはـ、ᙈはࣈ

ଐし、佐山ᶘʵؼす。東海土器編年のն間ᶘ式後にᙈ̖ྨの要ૉをࣈされることから、4ࢪ

4式におおよͦซ行するものとみられる。221は、ഋ෦が۶ۂしてཱち上がり、٭෦は໌ྎなྏを

第86ਤ　出土遺物࣮測ਤ15　土器（1/4）
下層～下層࠷22̨̙：202～193
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第87ਤ　出土遺物࣮測ਤ16　土器（1/4）
203～225：4̙22下層ᶃ
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第88ਤ　出土遺物࣮測ਤ17　土器（1/4）
227～241：̨̙22下層ᶄ

内ঙ内系の高ഋとـ、されࢪたず、෦が؇やかに։く高ഋ̖である。ഋ෦にྏには、ઢが࣋

みることができる。外面は、ԣํ向のϛΨΩ調がࢪされる一ํ、ഋ෦内面にはॎํ向のϛΨΩ

がࢪされ、弥生系高ഋの要ૉをす。佐山ᶘ式後にؼଐするものとみられる。222は、ഋ෦が

ԑ෦外面にԣํޱ。内系高ഋ̗である。223・224は、小形ؙఈു̖であるـしてཱち上がるۂ۶

向のਫ਼៛なϛΨΩを、内面にԣํ向のち、ॎํ向の์ࣹ҉文ঢ়のϛΨΩをࢪす。225は、小形ؙ

ఈു̚である。༗ஈޱԑをなすが、ᰍ෦を上ํに֦ுするタΠϓで、༗ஈޱԑ小形ുのなかでも

ఆ式化するҎ前のものとして、編年తにはより古૬を示
ㅭ㉅41ㅮ

す。

Լᶄ�1ʙ�۠�（第88ਤ～第91ਤ227～317）　227～241は、ᆵである。227は、広ޱᆵ̗で、

ԑ෦が大きく։き、෦を上ํにཱち上͛、෦に面をなすことを特とする。228は、ೋॏޱ

される。東海系土器に多くにみられࢪみがࠁかなࡉԑ外面にޱԑ෦とみられる。̎次ޱԑᆵのޱ
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る加০要ૉである。229・230は、Ѩ系のೋॏޱԑᆵ̗である。ᰍ෦はཱؾຯにཱち上がり、

̎次ޱԑは大きく外する。ٖޱԑの上で̎次ޱԑを߹し、外面にはઢが෦తに認めら

れる。器นは、ᰍ෦をബく上͛、ޱԑ෦をްく࡞り出すことを特とする。ݞ෦外面はࡉかな

ϛΨΩをࣼަしてࢪし、内面にࢦ಄ѹࠟを࿈ଓしてࢪしている。৭調は、҉ᒵ৭をఄし、内面

にҙਤతにૉをٵணさせることを特৭とす
ㅭ㉅42ㅮ

る。Ѩ地域からのൖೖ土器とみられるが、小ยを

含めて３ݸ体Ҏ上を֬認しており、ݸ体のগないೋॏޱԑᆵの成の一を構成している。Ѩ

編年の黒୩川ᶙʵ１
ㅭ㉅43ㅮ

式におおよͦؼଐし、古墳時前期前༿の佐山ᶙʵ１ܕ式にซ行する。230は、

Ѩ系のೋॏޱԑᆵ̗のޱԑ෦である。̎次ޱԑがڧく外させ、内面にૉをٵணさせている。

৭調は、にͿいᒵ৭をఄする。232は、ޱᆵ̖である。ઢతにԆͼるޱԑ෦を特とする。

233・234・235・237は、ᰍޱᆵ̗である。ޱԑ෦上をやや外させ、෦を上ํにཱち上

͛る。ঙ内形ᙈのޱԑ෦成形手法にྨࣅするもので、山城地域に特తなᰍޱᆵである。

236は、ᰍޱᆵ̖である。ޱԑ෦はઢతにԆͼ、෦をؙくおさめる。238は、山ӄ系ෳ߹

ᆵである。ൖޱすࢪみをࠁԑ෦を֦ுし、෦外面にޱ、ԑ෦である。239はޱԑᆵ̖のޱ

ೖ土器とみられ、東海Ҏ西の地域とਪఆする。240は、෦下にࠁみをࢪすᙈのޱԑ෦で、い

わΏる୶路系とされるᙈの文༷要ૉにྨする。241は、小形ᆵないしはᙈのఈ෦である。ఈ෦は

リンάঢ়の೪土積みࠟをし、༌ٕ法によるとみられる。242～292は、ᙈである。242～247は、

弥生系のタタΩ成形ᙈである。୯७ޱԑをなし、ޱԑ෦をؙくおさめるᙈ̖ （̞242・246）と、

ԑ෦に面をなすᙈ̖2（243～245）があるが、成の主体はᙈ̖2によって構成され、弥生系タޱ

タΩ成形ᙈのऴଉ期の༷૬を示す。248・249は、弥生系タタΩ成形ᙈのఈ෦である。248は、ۼ

みఈをఄし、249はリンάঢ়のྠ積みࠟをす。249の外面にはઢঢ়のѹࠟとϔϥඳきによるઢ

ঢ়ࠟが認められる。250は、୯७ޱԑをなす内外面ϋέ調のᙈ̙１である。251は、ޱԑ෦をܽ

ଛするが、ۙ 。されるࢪ෦に۳ඳઢ文とྻ文がݞ。ԑをなすുの一෦とみられるޱঢ়ޱ系डߐ

252は、डޱঢ়ޱԑをなすۙߐ系ᙈのޱԑ෦である。ޱԑ෦外面に۳ඳきによるྻ文をࢪす。

253は、小形ᙈである。ݞ෦に۳ඳྻ文をࢪし、ۙߐ系土器の文༷系౷にଐするが、ޱԑ

෦の̎次ޱԑはബくくҾき出され、東海系̨ࣈᙈの෦形ଶにྨすること、また̨ࣈᙈとಉ༷

に٭をもͭことから、ۙߐ・東海系のં土器とみることができる。৭調はᒵ৭をఄする。

254は、डޱঢ়ޱԑをなすᙈ̝̎である。広ٛのۙߐ系土器であるが、ᰍ෦の۶ۂはۙߐ系とҟ

なり໌ྎで、外面にۙߐ系の文༷要ૉをわず、φσ調で上͛ることから、ંతな要ૉを

ԑᙈで、外面にٖԜޱप辺地域の所産であΖう。255は༗ஈߐ土器である。山城を含めたۙͭ࣋

ઢ文をࢪす。༗ஈޱԑᙈには北系土器と北ۙـ系土器があるが、ຊྫは、ޱԑ上を外ํに؇

やかに外させ器นをബく上͛ることから、北系土器とみられる。256は、ޱԑ෦を上ํ

にఠみ上͛、面にઢをࢪす୯७ޱԑᙈである。体෦外面はϋέ調による。戸内地域から

のൖೖ品とਪఆされる。257～267は、ঙ内形ᙈ̗である。259・260～276は、ޱԑが外してཱ

ち上がり、ӈ上がりのࡉいࠟのタタΩ成形を行うᙈ̗１である。259・262・263・265・267・

270・271・273・274ʹは、ޱԑ෦外面に೪土߹ࠟが໌ྎにり、ᰍ෦にタタΩ成形ࠟが一෦に
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第89ਤ　出土遺物࣮測ਤ18　土器（1/4）
242～267：̨̙22下層ᶄ
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第90ਤ　出土遺物࣮測ਤ19　土器（1/4）
268～292：̨̙22下層ᶄ

みとめられる、ᙈ̗の特৭となっている。258は、いわΏるঙ内大和形ᙈである。ࠨ上がりのૈ

いタタΩ成形を特とし、৭調は҉৭をఄする。下層出土土器のなかには、֯ર石を多ྔに含

Ή҉৭のᙈ体෦が含まれ、ঙ内Տ内形ᙈとਪఆされるが、小ยのため、ਤ化することはできな

かった。ঙ内大和形ᙈ̗2とಉ༷に、ۃめてগྔであるが、ൖೖされてい
ㅭ㉅44ㅮ

る。277は、ᙈFである。

、ԑ෦が外してཱち上がり、෦をఠみあ͛る。形ଶはঙ内形ᙈを౿ऻするが、調はҟなりޱ

外面にࣼめॎํ向のϋέをࢪす。いわΏるʮཹ向
ㅭ㉅45ㅮ

ᙈʯあるいはʮཹӨڹ
ㅭ㉅46ㅮ

ᙈʯとされるもの
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であり、ཹ࠷古ஈ֊に特తにみられる形式である。281～290は、ཹ形のᙈ̘である。ޱԑ

෦の形ଶにはバϥΤςΟがみられるが、ᰍ෦がઢతにཱち上がるもの̰１手法（278）と、内

ؾຯにཱち上がるもの̰̎手法（281～291）、෦内面をほ΅水平にંりฦしංްさせる̱１ख

๏（278）、やや上ํにંりฦしංްさせる̱̎手法（282・283）、෦内面をࣼめ下ํにંりฦす

̱３手法（279～281、284～291）がある。ཹ式Ҏ߱の基ຊ手法である̰̎手法と̱３手法をみ

߹わせたものが基ຊとなるが、ཹ式࠷古૬の手法である̰１・̱１手法をみ߹わせるもの

（278）が含まれる。

293～300は、高ഋである。293は、高ഋ#のഋ෦で、294・295は高ഋ#の٭෦である。296・297

は、高ഋ$のഋ෦で、٭෦との߹面となる外面中ԝにಥࠟがみられる山ӄ系高ഋである。

298は、٭෦にྏをなさず、؇やかに෦が広がる形ଶをなす。外面にϋέ調をすことから、

高ഋ$の٭෦とਪఆされる。299は、ਂいഋ෦をなす高ഋのഋ෦とみられる。内外面にॎํ向の

ϛΨΩをし、東海系高ഋFとਪఆされる。300は、ഋ෦が۶ۂして上ํにཱち上がる高ഋのഋ

෦である。ޱԑ෦外面にԣํ向のਫ਼៛なϛΨΩをࢪし、一෦ϔϥঢ়具によるѹࠟがみとめられ

る。内面はԣํ向のϛΨΩののち、҉文ঢ়にॎํ向のਫ਼៛なϛΨΩがࢪされる。土はਫ਼ྑで、

৭調はփന৭（10(6/1）をఄする。吉備系土器のൖೖ品とみられ、吉備編年の࠽の町ᶗ式古
ㅭ㉅47ㅮ

૬、

佐山ᶘʵ1式にҐஔづ͚られるࢿྉである。ـ内にお͚る吉備系土器の࠷古ஈ֊のࢿྉとして、

Տ内地域のീ尾市中田遺跡ܐ෦土坑出土ྫ
ㅭ㉅48ㅮ

がられるが、ほ΅ซ行するものであΖう。

301～311は、小形ؙఈുである。301・302は、小形ؙఈു"である。いずれも内外面にԣํ向

のਫ਼៛なϛΨΩをࢪす。301は、ޱԑ෦が大きく։くുで、体෦内面શ体に࣫とみられる黒৭ඃ

ບがணする。࣫の༰器として̎次తにస用されたものであΖうか。302は、ޱԑ෦がやや上ํ

にཱち上がるുである。303・305は、ޱԑ෦がくཱち上がる小形ؙఈു$である。304は、小

形ؙఈു̙１である。ޱԑ෦がくཱち上がる小形ؙఈുのうち、ᰍ෦ܘが大きく、器高を྇կ

する。306～311は、༗ஈޱԑをなす小形ؙఈുのうち、ᰍ෦をくҾき出す̎̚である。ܱ෦は、

ࣼめ上ํにҾき出すものを基ຊとなすが、水平にۙい֯でҾき出し、໌ྎなஈをなすものがあ

る（307）。312は、小形ᆵないしは、小形ؙఈുのޱԑ෦とみられる。෦をわずかに上ํにҾき

出す。313は、中ۭの小形器"である。ޱԑ෦ܘは、12Dmと大きく、ਂいड෦をなす。314～

317は、いずれも手ᖿ形土器である。314・315はແ文のタΠϓで、ു෦は୯७に外する୯७ޱ

ԑにณ෦が߹する手ᖿ形土器̗である。316・317は、手ᖿ形土器̖̎である。いずれもณ෦の

一෦であり、ۙߐ系手ᖿ形土器に特తなཽ文とされるઢࠁが認められる。

̨̙22下層出土土器は、各区第ᶚ層を広いൣғでऔり上͛たもので、̨̙22出土遺物のશ体の

４ׂҎ上がこの層Ґから出土した。土器群のؼଐ時期は、ঙ内形ᙈ#がൺの上では፰߅するঢ়

#ᆵޱするᰍ࣋ԑ形ଶをҡޱᆵのなかでも、ঙ内系のޱで出土していること、またᰍگ

がݦ著であることや、手ᖿ形土器$を含Ήことから、おおよͦ古墳時代前期ॳ༿の佐山ᶘʵ４式

を中৺とするࢿྉとみられる。下ݶにͭいては、ཹ形ᙈのޱԑ෦形ଶに、新しい要ૉであるޱ

ԑ෦内面下ํに֦ுするものが増加することより、古墳時代前期前༿の佐山ᶙʵ1式とみること
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第91ਤ　出土遺物࣮測ਤ20　土器（1/4）
293～317：̨̙22下層ᶄ
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第92ਤ　出土遺物࣮測ਤ21　土器（1/4）
318～347：4̙22中層ᶃ
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がՄ能である。ಉ層Ґには、ۙߐ系ുや吉備系高ഋ、弥生系タタΩ成形ᙈなど古墳時代ॳ಄の佐

山ᶘʵ１～̎ܕ式にซ行する土器群が含まれるが、こうした土器群は、ઌ行する時期の第ᶚ層に

う土器群とみられ、再掘削にい、แ含されたものであΖう。

̨̙22下層ࢿྉには、多༷な系౷の土器がみられ、東海系土器、吉備系土器、Ѩ系土器、ࢌ

系土器、山ӄ系土器、北系土器に加え、大和・Տ内地域からൖೖされた土器がߐۙ、系土器ذ

含まれる。このうち、吉備系高ഋ（300）はـ、 内のൖೖ品としてۃめてྨྫのগないものであり、

もૣい時期にൖೖされ࠷地ํ中地域のなかでも、Տ内の一෦地域とฒͼ、古墳時代ॳ಄のـۙ

たものである。山城地域では、向日市東土川西遺跡でಉ時期の吉備系ᙈが出土
ㅭ㉅49ㅮ

し、木津川からཎ

川ྲྀ域にൖೖされる古墳時代ॳ಄の吉備系土器としてされるものである。

தᶃ�� ʢ۠அ໘3ʣ�（第92ਤ318～347）　318は、୯७ޱԑをなすϋέ調ᙈである。ޱԑ

෦をやや外ํにҾき出す。山城地域の୯७ޱԑᙈは、内面ϋέ調をࢪすが、このࢿྉは内面を

έズリ調し、ݞ෦内面にࢦ಄ѹࠟをࢪす。৭調は在地系土器とҟなるփന৭をఄし、能ొを中

৺とした北地域からのൖೖ品のՄ能性が高い。319・320は、ཹ形ᙈ̘である。ޱԑ内面を下

ํにංްする手法̗による。321・322は、߹は֬認できないが、ಉ一ݸ体とみられる高ഋ̘

である。ഋ෦中ԝのഎ面にಥࠟをす山ӄ系高ഋである。323は、ਂいഋ෦を特とする高ഋ

である。ഋ෦ޱԑを外ํにҾき出し、٭෦は、෦で大きく։く。શ体にް手の࡞りで、ഋ෦内

面に幅の広いϛΨΩが認められる。層Ґは、３層Ҏ上にわたり、広いൣғでഁยが߹したもの

で、古墳時代中期後の所産とみられる。324は、ޱᆵ̖である。ᰍ෦がઢతに長く֦ுする。

325は、筒ঢ়のᰍ෦をなすೋॏޱԑᆵ̖̎である。326は、下れの体෦をなすᆵのఈ෦である。

体෦外面ϋέ調で、ఈ෦は平ఈをなす。327～332は、ঙ内形ᙈ̗である。327・329は、ޱԑ෦

に೪土߹ࠟを໌ྎにす。333～338は、ཹ形ᙈ̘である。339は、高ഋ&で、ഋ෦内外面に

ॎํ向のϛΨΩをࢪす。340～342は、山ӄ系高ഋ̘である。ഋఈܘが広く、ഋ෦がਂいもの（340）

と、ഋ෦がややઙくఈܘの広いもの（341）があるが、山ӄ系高ഋのなかでは、前者がより古૬を

示す。343は、ുの体෦とみられる。ಥଳにΩβϛをࢪす。344は、ു̖である。体෦外面にϋέ

調をࢪすૈ製のുである。345・346は、༗ஈޱԑをなす小形ؙఈു&である。345は̎̚ྨで、

ᰍ෦がくޱԑ෦にͭながるものである。346は̚１ྨで、ᰍ෦は長く֦ுし、ᰍ෦よりもい

著であり、小形ؙఈു&ྨのなかでݦのॖ小化がܘޱ、化したタΠϓでܕԑをなす。345はఆޱ

も新しいஈ֊ものものである。347は、中ۭのいわΏる̭ࣈ形小形器の٭෦である。小形ؙఈ

ു̚ྨとセοτで出土する向の高い器種である。347は、器高がく、小形器のなかでも新

しい要ૉをもͭことから、345の小形ؙఈു̎̚ྨとみ߹うՄ能性が高いࢿྉである。

தᶄ�1ʙ�۠�（第93ਤ348～366）　348は、ೋॏޱԑᆵ̗のᰍ෦とみられる。Ѩ系ೋॏޱ

ԑᆵに特తなᰍ෦内面のૉのٵணが認められる。҉赤৭をఄし、Ѩ地域からのൖೖ土器

とみられる。349は、ᰍޱᆵ̗のޱԑ෦である。内外面にϋέ調をࢪす。351～353は、ঙ

内形ᙈ̗である。354～357は、ཹ形ᙈ̘である。358は୯७ޱԑをなすᙈ̜で、ޱԑ෦を外

ํにංްさせる。359は、山ӄ系のෳ߹ޱԑᙈ̞である。ޱԑ෦内面をංްさせる。360は小ย
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第93ਤ　出土遺物࣮測ਤ22　土器（1/4）
348～366：̨̙22中層ᶄ　367～369：̨̙22上層
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であるが、ಥଳঢ়の೪土ଳを८らせるᙈの体෦とਪఆされる。一෦にタタΩ成形ࠟをみとめるも

ので、ۙ 。内の弥生系タタΩ成形ᙈのંత要ૉをもͭᙈである。361は、高ഋ̘であるـ系ᙈとߐ

362は、༗ஈޱԑの小形ᆵ̖である。外面にϋέ調をࢪし、山ӄ系土器の系౷をҾく。363は、

小形ؙఈു̘である。体෦外面のϋέ調を１次調としたのち、下෦にஸೡなέズリを加え

る。ޱԑ෦は内ؾຯにཱち上がり、෦にࡉかなΩβϛをࢪすもので、ۙބߐ北地域のいわΏ

る長ᙈ
ㅭ㉅50ㅮ

の地域に由来するࢿྉとਪఆする。364は小形ؙఈു̙１である。ᰍ෦の۶ۂはઙく、

ᰍ෦ܘは大きく、؇やかにくཱち上がるޱԑ形ଶをなす。内外面をϋέ調するૈ製の小形ു

である。365は、ᰍޱᆵ̖である。ઢతにԆͼるޱԑをなし、ޱԑ෦はؙくおさめる。

体෦外面、ޱԑ෦内外面にࡉかなϋέ調を、体෦内面にはέズリをࢪす。ཹ系の調手法を

もͭᆵである。366は、小形ؙఈു̘である。器高にൺして、ܘޱが大きく、ޱԑ෦はくཱち

上がる。体෦はਂくؙみをもち、外面をϋέのちφσ調する。

中層のؼଐ時期は、ཹ系ᙈのޱԑ෦がްみを増し、෦を下ํにંりฦす特をもͭものが

主体となることや、山ӄ系ٕ法による高ഋ̘のഋ෦がઙくなり、ഋ෦ఈ෦ܘのॖ小向がڧまる

こと、小形ਫ਼製器種をอする小形ᆵྨが調ํ法においてϋέ調を基ຊとし、ૈ製品を中৺

としていることなどから、佐山ᶙʵ１式にؼଐするࢿྉとみることができよう。ൖೖ土器である

。ԑᆵなどの形ଶからもᴥᴪはないޱ系༗ஈذࢌ

্（第93ਤ367～369）　367は、୯७ޱԑをなすᙈである。ޱԑ෦内面にはཹ形ᙈにみら

れる໌ྎなංްはみとめられないが、内する面をなす。ݞ෦にはϤコϋέをࢪし、体෦内面を

έズリで上͛る。ཹ系ᙈの系౷をҾくࢿྉである。368は、須恵器ഋである。ޱԑ෦のཱ

ち上がりはਂく、ޱԑ෦内面にஈをなす。ഋఈ෦外面にはஸೡなճసϔϥέズリがࢪされる。

おおよͦಃ༢T,23ܕ式にซ行するࢿྉとみられる。368は、断面３の層ҐతҐஔを֬認できるࢿ

ྉであり、第12層中から出土している（第35ਤ）。369は、須恵器大ᙈのޱԑ෦である。෦外面

に１ஈのྏをなし、៛ີな̎のঢ়文をࢪす。ম成はۃめてݎ៛で、৭調は҉੨փ৭をఄする。

おおよͦಃ༢T,23ܕ式を前後する時期のࢿྉとਪఆされる。

ཷث·Γ̨̭�1（第94ਤ370～第96ਤ436）　̨̭51は̨̙22の中でまとまって形の高い

土器が出土した土器溜まりである。

ᆵはྔతにはগなく、ਤ化しえたのは370から375の６のみである。370から372はཹ系の

ᰍޱᆵ̘である。ޱԑ෦からݞ෦まではϤコφσで成形し、体෦外面はϋέで上͛る。ޱԑ

෦形ଶには୯७にؙく収めるものと372のようにややංްさせるものがある。374はいわΏる山ӄ

系のೋॏޱԑᆵである。375も山ӄ系のෳ߹ޱԑᆵであるが、ؙい体෦がऔりく小形のもので

あΖう。

376から403はᙈである。ᙈにはঙ内形ᙈ （̗376～388）、ཹ形ᙈ （̘393～399）外面をϋέ調

で上͛るᙈ （̙390～392）のほか、ঙ内系の大形ᙈ （̚389）、外来系のもの（400～403）などがある。

ᙈ̗にはӈ上がりのタタΩで、ޱԑ෦にઢをもͭᙈ̗１̰、ઢを࣋たず面を࣋たせるよう

に形する̗１̱があり、྆者のൺはほ΅፰߅する。いずれのܕ式も佐山遺跡や内ཬീஸ遺跡
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第94ਤ　出土遺物࣮測ਤ23　土器（1/4）
370～392：̨̙22（̨̭51）
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などڊໆ南岸で多くみられる山城産のものとڞ通が多く、̨̭51から出土したものも多くは

地ݩで生産されたものであΖう。ほ΅すてのᙈ̗は体෦をタタΩによって成形するࡍにޱԑ෦

の్中までタタΩ出すことによって࡞り出しており、ޱԑ෦中ҐҎ上は一ఆのס૩ఔを経た後

に߹されている。ͦのため、やや長く外するޱԑ෦には೪土߹ࠟをすものが多く、߹

のࡍのࢦ಄ѹࠟがݦ著に؍される。内面はᰍ෦下まで時ܭճりのέズリをࢪすものがほとん

どだが、376、377のようにφσによって器นをえるものもある。389もঙ内形ᙈのൣᙝの中で

理ղできるものであるが、ޱԑ෦ܘが42DmҎ上に෮ݩすることができる大形品である。多く

のᙈ̗とはҧってޱԑ෦はタタΩ出しによらず、Ϥコφσによって形される。

390から392はᙈ̛である。390はややް手のものであり、外面にはわずかにタタΩのࠟ跡を認

める。393から399はᙈ̘としたཹ形ᙈである。ޱԑ෦の形ঢ়には、わずかに内ଆにංްさせ

るもの（393、396、398、399）やわずかに上ํ֦ுさせるもの（397）、面を࣋たせるもの（394）、

外ಥさせるもの（395）などのバリΤーシϣンがみられる。外面の調をみても、ݞ෦にϤコϋέ

がࢪされたఆܕ化したもの（394～396）がみられる一ํで、398のように体෦上ҐにタタΩをす

ものもある。なお、ޱԑ෦形ঢ়のバリΤーシϣンと内外面の調ٕ法には૬関関係はݟられず、

҆ఆしない。389は形ଶはᙈ̘とڞ通するが内面にࢦ಄ѹࠟを多くのこし、ൖೖ品であるՄ能性

もる。

400は内ؾຯのޱԑ෦をもち、ޱԑ෦をͭまみ上͛るᙈである。体෦外面はϋέで上͛る。

体෦内面はॎํ向のέズリがみられるが、ᰍ෦下まではٴんでいない。ބ北地域から能ొなど

にか͚てྨࣅした器形のものがݟࢄするが、ൖೖ品かどうかはෆ໌である。401から403はෳ߹ޱ

ԑをͭ࣋山ӄ系のᙈᶗである。401はఈ෦のみであるが、内面に多くࢦ಄ѹࠟをす特などから、

ෳ߹ޱԑᙈのఈ෦であΖう。403は26.5ܘޱDm、෦࠷大31ܘDmを測る大形のものであり、ݞ෦

にはϋέによるԣํ向の調がࢪされる。

404から410は高ഋである。404は形の٭高ഋのഋ෦である。内外面とも៛ີなϤコϛΨΩ

がࢪされ、にͿいԫᒵ৭の土をもͭ。中෦戸内系のものであΖうか。405は高ഋ̚である。

やや小ܕ化したഋ෦には幅̎～３mmほどのԣํ向のϛΨΩがࢪされる。406・407は山ӄ系の高

ഋ̘である。406はϤコφσで上͛られたૈࡶなものである。407はഋఈ෦外面にঢ়具によ

るಥがる。408から410は高ഋ٭෦である。ͦれͧれ408は٭高ഋ、409は高ഋ̙、410は高

ഋ̘のものであΖう。

411から434は小形ؙఈുྨを示した。ઌに示したܕ式ྨにैうと、411から423が小形ؙఈᆵ

̖、424から427が小形ؙఈᆵ̘、428から434が小形ؙఈു̙である。411から413は小形ؙఈᆵ̖

１としたもので、体෦高がޱᰍ෦高を྇կするものである。413は体෦上は៛ີなϛΨΩをࢪし、

体෦下はέズリで上͛る。内面は៛ີなϛΨΩがࢪされた後、黒化ॲ理がなされており、黒

৭をఄする。ޱԑ෦と体෦の۶ۂ෦には߹時のࠟ跡として１ᶱఔのಥىがる。ಉじようなࠟ

跡は小形ؙఈു̖１の一෦や̘̎にもみられる。414から419は体෦高がޱᰍ෦高を下ճる小形ؙ

ఈᆵ̖̎である。製ٕ࡞ज़には̎者が認められ、414や419のようにඇৗにਫ਼製された土で製࡞
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第95ਤ　出土遺物࣮測ਤ24　土器（1/4）
393～410：̨̙22（4̭51）
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され、内外面ともに៛ີなϛΨΩをࢪすものと、ややૈ製のものがある。419ਫ਼製された土で

製࡞されており、໌ 赤৭をఄする。内外面とも៛ີなϛΨΩで上͛られる。421もਫ਼製品であり、

内面には์ࣹঢ়のϛΨΩがࢪされる。内外面とも黒化している。

417は内外面ともےࡉのϛΨΩがࢪされるものの、一次調のφσがݦ著にり、ޱԑ෦はԜ

ತが著しい。ޱԑ෦は内面からのڧいφσによってわずかに上ํに֦ுされている。422も外

第96ਤ　出土遺物࣮測ਤ25　土器（1/4）
411～436：̨̙22（4̭51
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面にԜತをすものであり、ޱԑ෦外面にはࢦ಄ѹࠟがる。420は土にૈ砂を含Ήԫᒵ৭を

ఄするૈ製品である。調はຎ໓のためෆ໌ྎであるが、ޱԑ෦と体෦の間には߹ࠟがる。

423はᰍ෦10ܘDmを測るやや大ܕのものである。土にはわずかに砂ཻを含Ήが、៛ີなϛΨΩ

で上͛られる。内面には์ࣹঢ়のϛΨΩがࢪされている。

425から427は೪土߹ࠟを໌ྎにし、外面をϋέで上͛るૈ製の小形ؙఈു̘̎である。

425は体෦外面下にέズリをࢪし、やや内するޱԑ෦をͭ࣋。いっΆう、426、427はޱԑ෦

に೪土߹ࠟをすことではྨࣅするものの、体෦下の࠷ऴ調はϋέで上͛ており、ϋέ

によって体෦上Ґにݟられる۶ۂ෦を࡞り出す。425はಉじ南山城地域の佐山遺跡などでも一ఆ

ٕ࡞られる形式であり、小形ؙఈു̖・̙とԑ性が高いのにରし、426、427は໌らかに製ݟྔ

ज़をҟにしており、小形器種ではなくΉしΖᙈ・ᆵの製ٕ࡞ज़が用いられたՄ能性が高いと考え

られる。

428から434は小形ؙఈു̙̎とした、いわΏる༗ஈޱԑുである。৭調は428から432は赤系、

433・434はઙԫ৭をఄし、์ࣹঢ়の҉文は前者にしかわないようだが、྆者の間に大きな製࡞

ٕज़のҧいは認められない。429は།一形に෮ݩすることができたもので、ややਂいഋ෦をもͭ。

内外面とも៛ີなϛΨΩをࢪし、内面には์ࣹঢ়の҉文がݟられる。430もޱԑ෦と体෦の体෦

の間は໌ྎに۶ۂするྏを༗する。また、ޱԑ෦には黒৭のண物が認められる。432は体෦

外面下にわずかにέズリのࠟ跡が認められる。土にはわずかに砂ཻを含Ή、ややૈ製のもの

である。433・434はઙԫ৭の土をもͭ一群である。ともにຎ໓のため໌ྎではないものの、内

外面ともにϛΨΩで上͛ているとࢥわれる。

435はٿঢ়の体෦に༗ஈޱԑをͭ࣋小形ᆵ̖である。外面にはޱԑ෦まで៛ີなϛΨΩがࢪ

されている。内面下はέズリ、上にはφσあるいはࢦ಄ѹࠟがる。中෦戸内系のもので

あΖうか。436はࡼঢ়のड෦をもͭ中࣮の小形器̗である。ड෦、٭෦とも外面には៛ີなϤ

コϛΨΩがࢪされる。٭෦には３ํ向にԁ形のಁかしが穿たれている。

̨̭51の土器群はやや時間幅をఆするඞ要はあΖうが、おおΉね佐山ᶙ̖ʵ１期にൺఆされ

る。

ཷث·Γ49��（第97ਤ437～452）　ᆵは長ᰍᆵ、ޱᆵなどがある。437は長ᰍᆵである。

器นはްく、ޱԑ෦は上ํに֦ுする。東海系のՄ能性がある。439はཹ系のᰍޱᆵ̘

である。ϋέで上͛られたޱԑ෦に、やや内ଆにංްさせるޱԑ෦をもͭ。440はᰍᆵの

。ԑ෦であΖうか。Ϥコφσによって成形されているޱ

442から448はᙈである。442から445はঙ内系のᙈ̗である。442はᰍ෦上までタタΩ出しで成

形されるもので、ޱԑ෦にはઢをめぐらせる。446はཹ系のᙈ̘である。447はᙈ、もしく

はᆵのݞ෦であΖうか。内面にはέズリによるஈが͚ͭられている。

450は山ӄ系の٭ഋである。451は小形ؙఈു̘̎である。ޱԑ෦のཱち上がりの形がෆ໌

ྎであり、小形ؙఈു̘１にۙい器形となっており、྆者のԑ性を示している。体෦外面下

はέズリによってྏが࡞り出されている。なお、内外面ともϛΨΩ調はݟられない。452は̭
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第97ਤ　出土遺物࣮測ਤ26　土器（1/4）
437～452：̨̙22（̨̭56）　453～456：ಉ（̨̭57）　457：ಉ（̨̭60）　458・459：ಉ（̨̬61）



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-øûû-

古૬を示す遺物もଘ在すׯ෦である。̨̠56は、437などए٭形をఄするਫ਼製の小形器̘のࣈ

るものの、佐山ᶙʵ̖１期を中৺とする土器群であΖう。

ཷث·Γ4,�7（第97ਤ453～456）　453はᙈ̖である。わずかに体෦にタタΩが؍される。

454はᙈ̗である。෦は໌ྎにͭまみ上͛、面を࣋たせる。455は෮33ܘޱݩDmを測る大形の

ᙈޱԑ෦である。456はᆵのఈ෦であΖうか。外面にはϛΨΩがݟられる。なお、454、456は֯

ર石、Ӣยを含༗する҉৭の土で࡞られた生ۨ西産のものである。今ճの調査では多く

のঙ内形ᙈが出土しているが、໌֬にՏ内からൖೖされたとわかるものはগなく、̨̙22から出

土した中では454のほか、ਤ化のࠔな小ยの３のみであった。̨̠57の土器群は໌֬に時

期を示す遺物は出土しなかったが、Տ内産のঙ内形ᙈのଘ在からঙ内式中ஈ֊、佐山ᶘʵ３期に

Ґஔづ͚られよう。

ཷث·Γ4,��（第97ਤ457）　ਤ化しえたのはᙈ１のみである。ޱԑ෦をܽくが、ややٿ

化した体෦にಥ出した上͛ఈؾຯのఈ෦をͭ࣋。タタΩ成形の後、内外面ともೖ೦なϋέで

上͛られる。

ਫ੍遺48�1ߏ（第97・98ਤ458～465）　458はޱԑ෦を؇く外させるҟ形のᙈである。459は

んでおらず、ややෆ໌ٴの平行タタΩで成形されるᙈである。内面のέズリはᰍ෦下までےࡉ

ྎなྏをもͭ、いわΏるঙ内大和形ᙈとݺばれるᙈである。460から463はᙈ̗１である。いずれ

もタタΩ出しでᰍ෦上までを成形した後、ޱԑ෦をషり͚る、地ݩ産のものであΖう。ޱԑ

෦にઢを̗ͭ࣋ （̎460・461）と、面を࣋たせるもの（462・463）がある。464はཹ系のᙈ̙

である。465は中ۭのʮ̭ʯࣈ形小形器̘である。̨̠61の土器群はఆܕ化したᙈ̙ٴͼ小形

器̘のଘ在から、佐山ᶙʵ̖１期にҐஔづ͚られよう。

（高野陽子・桐井理揮）

ᶆ̘۠ग़ͷث

ԑ෦はわずかに上下に広がり、෦にޱ。ᆵ̖であるޱ466は広　（第99ਤ466～475）31̨̙ߔ

第98ਤ　出土遺物࣮測ਤ27　土器（1/4）
460～465：̨̙22（̨̬61）
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第99ਤ　出土遺物࣮測ਤ28　土器（1/4）
466～475：̨̙31
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Ԝઢ文３をࢪ文後、ԁ形ු文をష͚る。෦には۳ඳઢ文ଳ４ଳ、۳ඳঢ়文ଳ４ଳをަ

。る上がりタタΩのࠟ跡が一෦ࠨۙにܘ大࠷にす。外面の調はタςϋέであり、෦ޓ

内面の調は෦中ҐにϤコํ向のέズリを、上Ґにはϋέ調をࢪす。467は広ޱᆵ̘である。

。すࢪԑ෦にφσ調をޱ、す。外面はタςϋέ調後ࢪԑ෦を上下に֦ுし、Ԝઢ文を̎ޱ

内面は෦上にࢦԡさえが֬認される。468は広ޱᆵのޱԑ෦である。ޱԑ෦を上下に֦ு

する。ޱԑ෦内面には۳ඳঢ়文をࢪす。内外面の調はφσである。469は༗ஈޱԑᆵ̖である。

ఈ෦を一෦ܽଛするもののほ΅形にۙい。ޱԑ෦はほ΅ཱし、Ԝઢ文を̎ࢪす。内外面の

調はφσであり、෦はややԜΉ。ᰍ෦には೪土をష͚、ͦの上に۳ঢ়具によりࠁみをࢪ

し、さらにͦの下には۳ඳྻ文をࢪす。外面の調は෦上からᰍ෦にか͚てタςϋέ後、

ఈ෦から෦中Ґఔまでタςํ向のέズリ調をࢪす。内面の調は一෦ຎ໓によりෆ໌ྎなも

のの、શ体にタςϋέ調をࢪしていたものと考えられる。470は小ܕのᙈ̖である。外面શ体

にススがணする。ޱԑ෦は上下に֦ுし、෦にԜઢ文を̎ࢪす。෦࠷大ܘۙにはϔϥ

ঢ়の具によりྻ文をࢪす。外面の調はタςϋέ後、ޱԑ෦をϤコφσ調する。内面はタ

ςํ向とφφϝํ向にزかํ向をมえながらϋέ調をࢪす。471はडޱঢ়のޱԑ෦をもͭۙ

す。内外ࢪす。ᰍ෦にはԜઢ文を̎ࢪԑ෦に۳ඳঢ়文をޱ。であるܕ系のᙈ̗である。小ߐ

面の調はϤコφσである。472はఈ෦である。外面の調はタςํ向のέズリである。内面の

調はຎ໓のためৄࡉはෆ໌である。473は高ഋの٭෦である。ԁ形のಁ孔を６ํ向に穿ってい

たものと考えられる。外面の調はಁ孔をڬんで上ଆではタςϋέ調、下ଆはφσ調である。

内面の調はϤコํ向のέズリである。٭෦は֦ுせずͦのままऴଉし、ͦこにԜઢ文を̎

ԑ෦にፘޱ。ԑ෦であるޱす。ഋ෦ఈ面はԁ൫ॆṇ法により成形される。474は水ࠩ形土器のࢪ

りをもͭ。ޱԑ෦にはԜઢ文６をࢪす。内外面の調はφσである。475はᆵの෦ยである。

文༷は上からॱに۳ඳྻ文と۳ඳઢ文をަޓにࢪす。外面の調はタςϋέ後φσで、下

はέズリ調である。内面の調はタςϋέ後、φσとϢϏΦαΤである。

（吉村慎太郎）

ᶇੜ࣌தظثͱ֤遺ߏͷฤతҐஔ

小林行雄によって弥生土器編年のみがఏ示されたのち、発掘によって増加していくࢿྉを

もとに各地域でৄࡉな土器編年のཱ֬がࢼみられた。ͦして、下水主遺跡のҐஔする山城地域に

おいては、岡秀人がʰ弥生土器の༷式と編年ʱで、࠷ॳの૯߹తなみをఏ示してい
ㅭ㉅51ㅮ

る。中

期にͭいては、岡はԜઢ文出ݱҎ߱をᶚ༷式とし、ͦれを３時期にࡉした。ただし、この時

ではࢿྉがेではなかったため、のちにए林が市田੪遺跡や東土川遺跡の新出ࢿ

ྉを山城地域のඪ४ࢿྉとҐஔづ͚、ۙـ地ํのશ体తな編年をఏ示し
ㅭ㉅52ㅮ

た。ए林編年では、Ԝઢ

文出ݱҎ߱のۙـ地ํの中期後が、４ͭの時期にࡉされており、山城地域ではͦの前が１

時期にまとめられ、後がଞ地域とಉじく̎時期になっている。このが中期後を３ͭに

した岡編年とҟなっている。一ํ、市田੪遺跡のඪ४ࢿྉのҐஔづ͚にͭいては、দ野ݩ

が報告書で示した編
ㅭ㉅53ㅮ

年とए林編年とで大きくҟなっている。ද̑に各編年の基४ࢿྉを示し
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たとおり、ݟղの一கをみていないঢ়گといえよう。ͦのため、下水主遺跡の中期土器のৄࡉな

時期認ఆを行うには、前ड़の各編年を再理し、弥生時代中期後の編年を新たにఏ示するඞ要

がある。

中期後はԜઢ文が出ݱした時期であり、佐原編
ㅭ㉅54ㅮ

年にお͚るᶙ༷式後Ҏ߱にあたる。Ԝઢ文

は、地域によりͦのීٴがҟなるという特をも
ㅭ㉅55ㅮ

ͭ。۳ඳ文器種もܧଓする山城地域では、Ԝ

ઢ文に加え、ม化のૣい器種のଐ性ม化によりมભをとらえるのがదだと考えられる。ͦこで、

今ճ、༗ஈޱԑᆵと水平ޱԑ高ഋにணした。̎種とも、ᶘ༷式に出ݱしてᶚ༷式のऴりにਰୀ

する໋な器種であり、ଞ器種とൺてม化が໌ྎである。一ׅࢿྉのॆ࣮した市田੪遺跡

の土器でͦのมભをうことがՄ能であり、ͦれを示したのが第100ਤになる。なお、Ԝઢ文出

。শするݺҎ߱を、ここではᶚ༷式とݱ

まず、༗ஈޱԑᆵは大ܕ品としてొ場し、ᰍ෦がく、ޱԑ෦の۶ۂが໌ྎである。ᰍ෦には

೪土ඥを巻き͚、ࢦをԡし͚てࢪ文する。とこΖが、ᶙ༷式になるとޱԑ෦の۶ۂがやや؇

やかなものも出ݱし࢝め、ᶙʵ༷̎式には大ܕ品のܘޱが小さくなるとともに、中ܕ品が出ݱす

る。さらに、ᶚ༷式になるとԜઢ文がޱԑ෦にࢪ文されるようになり、ᰍ෦の೪土ଳのࢪ文には

が؇やかになり、ۂԑ෦の۶ޱ具が使用されるようになる。ᶚʵ༷̎式にはに代わり۳ঢ়ࢦ

෦࠷大ܘのҐஔも上Ґから中Ґに下がってݞのுらない形ଶとม化する。ᶚʵ３༷式になると、

ᰍ෦の೪土ඥがলུされる。෦はϋέ調がলུされ、タタΩがද出するものもみられるよ

うになる。

次に、水平ޱԑ高ഋはॳ期には水平なޱԑの෦がਨ下しないのが特であった。٭෦はに

Ήかってなだらかに広がり、内面のέズリ調はݦ著ではない。ᶙ༷式には内面のέズリ調に

よりബい෦と、έズリ調のٴばないްい柱ঢ়෦をもͭ٭෦がݱれる。ᶚ༷式になると、ഋ

෦のޱԑ෦をਨ下させるようになる。ᶚʵ༷̎式では٭෦の柱ঢ়෦は長くなく、内面の上ํま

でέズリ調がٴͿ。とこΖがᶚʵ３༷式になると、ഋ෦のޱԑ෦がਨ下し、長くなった٭柱

ঢ়෦にઢを࿈ねた文༷がࢪされるとಉ時に、෦は穿孔され、加০化される。内面のέズリは

෦にݶఆされ、෦をڧ調するようになる。中期までは手間をか͚て৯器がͭくられたとい

えよう。

Ҏ上のมભを౿まえて、市田੪遺跡の一෦の土器をඪ४ࢿྉとした編年をఏ示する（ද

̑）。このೋ種の土器を含Ή一ׅࢿྉのଞ器種の༷૬も考ྀし、下水主遺跡の中期土器の時期を

特ఆしてみよう。

̨̙��ʢ�3ʣ　ുのޱԑ෦とᰍ෦、器の٭෦、の෦にԜઢ文のあることから、出ݱ期

よりは新しいᶚʵ༷̎式にҐஔづ͚られる。

̨̙��ʢ̍࣍調査ʣ　ᙈ̖の෦はܘޱを大きく྇կする。広ޱᆵのޱԑ෦のਨ下も著しい。

ޱᆵと形高ഋのޱԑ෦にはԜઢ文がࢪされる。これらから、Ԝઢ文出ݱ期よりも下ると理ղ

される。130の高ഋは、ഋ෦の水平෦が発ୡしておらず、٭෦もい特ҟな形ଶであるが、٭

෦内面はશ体తに削られている。ᶚʵ̎～３༷式の༷૬ととらえられる。



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-øûÿ-

ද̑　編年ରরද

第100ਤ　༗ஈޱԑᆵと高ഋのมભ
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̨̠��　大ܕのᙈ̖１である。෦はܘޱを大きく྇կするものの、下෦のϛΨΩ調

はஸೡにີにࢪされていることから、ᶚʵ３༷式までは下らず、ᶚʵ༷̎式と理ղされる。

̨̙��นࡐ؛ޢԼ　༗ஈޱԑᆵのޱԑ෦である。ޱԑ෦にԜઢ文がࢪされ、わずか

にるᰍ෦には、೪土ଳがషり͚られていないので、ᶚʵ３༷式とするのがଥだΖう。

̨̙��ಉ̏۠ࡐ؛ޢपล　༗ஈޱԑᆵのޱԑ෦である。ޱԑ෦の形ଶと文༷が護岸ࡐ下層出

土品とྨࣅしており、ᶚʵ３༷式と理ղされる。

ཷث·Γ̨̭73ʢ̐࣍ɾ̒࣍調査ʣ　小ܕᙈ149は内外面をφσ調している。在地のయܕత

な調ํ法ではないが、෦がわずかにᰍ෦をこえるఔのふくらみであり、ᰍ෦の۶ۂがऑい

ことから、ᶚʵ３༷式までは下らない。શ体తには、広ޱᆵのޱԑ෦にԜઢ文がࢪされ、大ܕᙈ

は෦がらんでいることから、ᶚʵ༷̎式と理ղされる。

̨̙��ʢ̐ɾ̒࣍調査ʣ　152のみ時期がҟなる。ೄ文時代のಥଳ文のਂുである。広ޱᆵはޱ

ԑ面にԜઢ文をࢪし、ޱԑ下෦がਨ下するものもある。༗ஈޱԑᆵのޱԑ෦はஈが؇やかで

Ԝઢ文が࿈ଓしてࢪされる。別ݸ体だが、೪土ඥの巻かれたᰍ෦があり、۳ঢ়具でࢪ文されて

いる。Ҏ上のから、ᶚʵ༷̎式にൺఆされる。ᙈは෦࠷大ܘがܘޱをえる幅をもち、ޱԑ

面にはԜઢ文がࢪされる。器の٭෦にはԜઢ文があり、٭෦が֦ுされる。形高ഋのഋ

෦のޱԑ෦にԜઢ文がࢪされている。これらのからもᶚʵ༷̎式との理ղが߹తである。

̨̙31　広ޱᆵにはޱԑ෦にԜઢ文がࢪされており、ᶚ༷式のൣᙝにある。༗ஈޱԑᆵの۶

文されることから、ᶚʵ༷̎式ࢪ具で෦は؇やかな形ଶをఄし、೪土ඥを巻いたᰍ෦は۳ঢ়ۂ

にҐஔづ͚られる。水ࠩし形土器のޱԑ෦には࿈ଓしたԜઢ文がࢪされている。ᙈ̖の෦࠷大

、෦もく٭。上͛調されているを大きく྇կするが、ϋέ調がলུされずஸೡにܘޱはܘ

έズリ調を上ํまでࢪしている。これらの特から、શ体としてᶚʵ༷̎式との理ղがଥで

あΖう。

Ҏ上より、下水主遺跡出土の弥生土器はᶚʵ̎・３༷式の時期幅で理ղされる。ൖೖ品の༗ແ

にͭいてみてみると、生ۨ西産ܱࡉᆵ１、ۙ 。系ᙈ１が໌らかな外来品として理ղされるߐ

465の広ޱᆵは内面έズリ調がࢪされているでやや特ҟであるものの、ઢ文とঢ়文をަ

໌。す文༷構成は在地のൣᙝで理ղされるࢪにޓ らかな外来品とࣝ別できる土器は、この時期̑ˋ

をえないのが通ৗであり、ඪ४తな༷૬をఄしているといえる。

（長友朋子）

ᶈݹ࣌ॳ಄ʙલظͷثͱ֤遺ߏͷฤతҐஔ

ᾜʣࢁҬͷࣜݹثࢣฤ

今ճの調査では、̖・̘地区を中৺に、多ྔの古式土師器を出土した。おもな遺構は、̖地区

溝̨̙349と̗地区溝̨̙22のࢿྉであり、小ഁยを含めると古墳時代ॳ಄から前期にいたる約

1200Ҏ上の土器を出土している。各遺構の時期をѲし、ͦのมભを໌らかにするため、山城

地域のなかでの、古式土師器編年をみておきたい。

山城地域の古式土師器編年にͭいては、ᅳ下多美樹がԵ܇地域を中৺にしたࢿྉからঙ内ซ行
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期のࡉҊをఏ示してઌฬを͚ͭた
ㅭ㉅56ㅮ

が、さらに岡秀人が弥生時代後期の編年にͭづき、ʮऴ期ʯ

の土器群として、京都市中ਉ遺跡や向日市東土川西遺跡など、Տ内地域や吉備地域などのൖೖ土

器を含Ήࢿྉ群をఏ示し、ʮ第ᶜ༷式ʯとҐஔづ͚てい
ㅭ㉅57ㅮ

る。岡は、第ᶜ༷式は新古に͚られ

ると༧ݟし、ͦの後こうした編年をड͚て、ਧ田子が山城地域編年として弥生時代後期から古

墳時代前期にいたる編年Ҋをఏ示してい
ㅭ㉅58ㅮ

る。

ঙ内ซ行期の基४ࢿྉとなる一ׅࢿྉがݶられるなかで、2003年のޚٱ山町佐山遺跡の調査で

は、弥生時代後期後から古墳時代前期にいたる大ྔの土器が出土し、弥生後期からঙ内式ॳ

಄、さらにཹ式にいたる基४ࢿྉをಘることができた。一ׅࢿྉにお͚るৄࡉな時間ྻをѲ

することができるࢿྉ群であり、古式土師器編年Ҋをఏ示したとこΖであ
ㅭ㉅59ㅮ

る。ͦこで໌らかにな

ったことは、多くの地域がঙ内形ᙈをൖೖするなかで、山城地域では、地域内で大ྔにঙ内形ᙈ

を生産しているという、さらに、ঙ内形ᙈの生産がܹٸに׆発化する時期は、佐山ᶘʵ４式で

あり、ـ内中地域ではཹ形ᙈの生産がはじまり、ঙ内形ᙈの生産がϐーΫをա͗るとされた

ஈ֊（寺編年ཹ̌
ㅭ㉅60ㅮ

式、ถ田Տ内編年ঙ内ᶚ式
ㅭ㉅61ㅮ

期）にあたるというである。すなわち、山城地

域のঙ内形ᙈの生産は、ـ内にお͚るঙ内形ᙈの生産体੍が、ม期をܴえるஈ֊にあらたに大

きくల։することが໌らかとなった。

ཹ式成ཱҎ前となる佐山ᶘʵ４式にઌ行する土器૬は、ै来、山城地域の֘期のมભを୧

ることのできる一ׅࢿྉに恵まれず、ঙ内式からཹ式のม期の土器編年をࠔなものにし

第101ਤ　山城地域にお͚る古墳時代土器編年のซ行関係
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ていた。しかしながら、佐山遺跡の一ׅࢿྉ群のなかで、山城地域のঙ内形ᙈの地域生産にઌ行

して、Տ内産ঙ内形ᙈが成の主体をめるஈ֊（佐山ᶘʵ３ܕ式）を設ఆできることが໌らかと

なり、ঙ内式ซ行期からཹ式期にࢸる土器編年をࡉ別することがՄ能となった。

下水主遺跡の調査では、溝̨̙22を中৺に、佐山ᶘ式後を前後する時期の土器が多ྔに出土

しており、ຊ報告では山城地域にお͚る古式土師器編年の基४として佐山土器編年を用いる。ଞ

地域とのซ行関係は、第101ਤに示すとおりである。

ᾝʣݕग़遺ߏͷظ࣌

̨̙22からの出土土器は、大きく４時期に͚られる。前અで໌らかにされたᶃ弥生時代中期

後༿と、ᶄ古墳時代ॳ಄～前期前༿の土器群、ᶅ古墳時代中期後༿の土器群、ᶆ古墳時代後期後

༿の土器群である。古墳時代のᶄ、ᶅの土器群は、再掘削された溝にう土器であり、ᶆの土器

群は、溝ঢ়の落ちࠐみにഇغされたものであったとみられる。このうち、土器ྔが࠷も多いஈ֊

は、ᶄの古墳時代ॳ಄から前期前༿であり、弥生時代中期の埋したྲྀ路上を大規模に人ҝతに

再掘削した溝にう土器群である。ͦのྔは、ഁยを含めると1200をえており、̨̙22出土

土器の૯ྔの約ׂ̔をめている。佐山編年にরらして、ຊ報告の中৺となっている̨̙22出土

土器を中৺に、編年తなҐஔづ͚を໌֬にしておきたい。

下層の土器群をʮ第ᶜ層下層ʯとした。４区に࠷��ɹ第ᶜɹ再掘削された̨̙22の̨̙ߔ

お͚る一ׅ性の高いࢿྉである。ͦの成は、小形のఆ式化しないޱԑ෦外のڧい古式のೋ

ॏޱԑᆵに、タタΩ成形による弥生形ᙈ、広ޱᆵ、手ᖿ形土器を含Ή。ᙈは、いわΏるـ内第

ᶛ༷式系のタタΩ成形によるᙈが成の主体であり、これにएׯの弥生系のϋέ調ᙈなどが含

まれる。ᙈの内面調は、いずれもϔϥέズリ調はみられず、ঙ内形ᙈは含まれないࢿྉ群で

ある。ـ内ঙ内式土器編年は、ঙ内式ॳ಄の土器群のҐஔづ͚に、ঙ内形ᙈの成ཱをもってҐஔ

づ͚るݟղ
ㅭ㉅62ㅮ

と、小形ਫ਼製器種である小形器の成ཱをもってҐஔづ͚るݟղ
ㅭ㉅63ㅮ

があるが、佐山編年

では、小形器が含まれるࢿྉ群が、ঙ内形ᙈがൖೖされるࢿྉ群にઌ行することを遺跡の一ׅ

ྉのなかでఏ示している。ঙ内式ॳ಄の土器群のҐஔづ͚に、ঙ内形ᙈにઌ行して小形器がࢿ

成ཱしているஈ֊がఆされ、̨̙22第ᶜ層はこうした時期のࢿྉであり、おおよͦ佐山ᶘʵ１

式にҐஔづ͚ることができる。ն間ᶘ式古૬の東海系の内ޱԑᆵのଘ在や高ഋ、北ۙـ系とみ

られる༗ஈޱԑᙈや、ۙߐ系の中でも古式の形ଶを示す手ᖿ形土器のଘ在など、ൖೖ土器のซ行

関係からみても߹తである。

この層Ґから࠾औした樹木の１を、ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代のରとし、̖̙.162年の年代値

をಘている。また、土器175（第85ਤ）の化物の加器࣭ྔੳ（̢̨̖ੳ）もಉ時に࣮ࢪした（

編̎・３ࢀর）。

、ྉは、̨̙22出土土器の主体となる土器群である。溝શ体を通じてࢿ��Լ　下層̨̙ߔ

区͝とに広いൣғでのऔり上͛を行った土器群である。ଯ積層にͭいては、各区にお͚る土࣭が

ҟなる෦も多く、܁りฦし小規模な掘削がなされたり、あるいはߑ水時の水Ґの上ঢなどがӨ

ྉࢿྉ群ではないが、溝のଘଓ期間をることのできるࢿしているとみられる。一ׅ性をもͭڹ
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群である。

土器構成は、ᶜ層下層にみる弥生系タタΩ成形ᙈがۃめてগなく、出土したᙈのうち、ঙ内形

ᙈが約60ˋ、ཹ形ᙈ約30�、ͦのଞൖೖを含Ήᙈが約10�という構成であり、ঙ内形ᙈがଞを

ѹしている。ঙ内形ᙈにͭいては、山城地域に特తな形ଶをもͭᙈ̗１が主体である。ঙ内

大和形ᙈにͭいては、わずかながら֬認されるが（第89ਤ258）。ঙ内Տ内形ᙈにͭいても、࣮測

がࠔなᙈ小ยがൖೖされているが、ۃめてগྔにཹまる。在地産とみられるঙ内形ᙈがᙈの

成の中৺をなす一ํ、ཹ形ᙈが増加し、ޱԑ෦が下ํにංްするものがみられる。また、小

形ؙఈുにも、ޱԑ෦のཱち上がりやܘޱが小さくなるものが含まれ、ແ文の手ᖿ形土器̗が出

ྉの時期は、おおよͦ佐山ᶘʵ４式～佐山ᶙʵᶗ式ࢿしている。こうしたから、̨̙22下層ݱ

に֘するࢿྉとみられる。

溝̨̙22の上ݶを検౼するうえで、ࢀ考となるࢿྉは、ൖೖ土器の吉備系高ഋ（第91ਤ300）で

ある。吉備編年ᶠ̰期、࠽の町式にؼଐするࢿྉであり、ـ内ではൖೖྫはۃめてগなく、Տ内

地域のീ尾市中田遺跡ܐ෦土坑出土ࢿ
ㅭ㉅64ㅮ

ྉなどをあ͛るにす͗ない。ܐ෦土坑ࢿྉは、ถ田Տ内編

年のঙ内式期ᶗ期にൺఆされるものであり、前ड़した第ᶜ層下層ࢿྉの時期とᴥᴪなく、古墳時

代ॳ಄にお͚る̨̙22の再掘削ஈ֊のࢿྉが含まれたものとみられる。ଞにも、ۙߐ系 （ു第89

ਤ251）にͭいても、弥生系ᙈの文༷を౿ऻし、ঙ内ซ行期࠷古૬にซ行するものであり、ಉ༷な

ఠができる。溝̨̙22下層の出土土器群から、再掘削ஈ֊の̨̙22のଘଓ期間として、佐山ᶘʵࢦ

１式～佐山ᶙʵ１式（古墳時代ॳ಄～前期前༿）とൺఆすることができよう。

　（高野陽子）

ʢ̎ʣ

ᶃ̨̙��ग़　

溝̨̙22の調査において出土した木製品は具、ړᎤ具、具、༰器、ָ器、武器、武具、ࡶ

具、祭祀具、建ங෦ࡐ、൘ࡐやׂࡐなどの加ࠟをす加木、護岸ࡐに用いられた木ࡐ、ࣗવ

木など、多ྔの木製品が出土した。શての木製品は溝̨̙22下層より出土し、弥生時代中期ٴͼ

古墳時代前期の年代にあたる。木製品ٴͼ加木は702出土した。理ۀ࡞のաఔではࣗવ木

を含めた1192をܭ測し、木製品や加木を中৺に193のਤ化を行った。木製品の種別や෦

名শは、h 木器集成ਤ録　ۙـ原࢝
ㅭ㉅65ㅮ

ร （ɦ上原1993）をࢀ考にし、第102ਤにྨを理した。また、

加木にͭいては加ਫ਼の高い൘、加ࠟをし、製࡞・製్ࡐ中と考えられる൘ࡐׂ、ࡐや

小ܘ木のਊؙ࣋木ࡐに面औりを行い、ঢ়に࡞り出したࡐ、ਊؙ࣋木ࡐ（ؙ太）に加をࢪす加

。にྨしたࡐ原木をׂしたׂ、（ࡐ࣋ਊ）木

Ҏ下、ྨදに基づいて報告を行う。

̰ɽ۩（第103ਤ476～第104ਤ～482）　具はฑԣ（476）܃、టআ （͚477）、ຢ478）܃～

481）、木（482）の߹12ܭが出土している。

ฑԣ476　܃は具のฑԣ܃である。１区より出土した。使用者からݟてࠨとฑ孔よ

り上෦をܽଛしている。ຝࡐを用いる。平面は長ํ形をఄする。ฑ孔のपғにはོىを࡞り出
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す。ོ 、っておりݮりࡲ大高2.2Dmを測る。ฑ孔のपғは࠷、はਕ෦からฑ孔に向かって高くなりى

使用ࠟであると考えられる。

టআ͚　477は具のటআ͚である。１区より出土した。上෦をܽଛする。平面は下Ϳくれの

ෆԁ形をఄする。ຝࡐを用いる。ຊ体中ԝ෦には長6.0ܘDm、3.6ܘDmのପԁ形のฑ孔を

穿孔する。下の中ԝ෦には長2.0ܘDm、1.4ܘDmのପԁ形の孔を穿ͭ。樹ൽなどでటআ͚と

ฑをۓറするための孔である。

さをࠟを用いる。加ࡐである。ຝ܃のφスϏ形܃ฑຢۂ479は具の・478　܃ฑຢۂ

ず、શ体を平に上͛る。後面෦は面औりを行い、ྏを࡞り出す。前面は平ୱに上͛る。

ଆ面のּ෦のಥ出はऑい。後面࣠෦にはѹࠟが֬認でき、ฑとの߹のۓറࠟであると考えられ

る。478は３区より出土した。ਕ෦のยଆをܽଛする。ּ෦からਕ෦の外形はくͼれ෦を࡞り出

した後にさらにۂする形ଶをఄする。ଆ面形はਕઌに向かってްみをݮじる。479は̎区より

出土した。ּ෦とਕ෦の一෦のみがଘする。ਕ෦の平面形ଶは中ほどをڥとして、上はּ෦

まで外し、下は؇やかに内する。

ຢ481・480　܃は具のຢ܃である。ਕ෦のみଘする。ຝࡐを用いる。平面形はਕઌに向

かって幅をݮじ、ઌをઑらせる。ଆ面෦を面औりし、前面と後面を࡞り͚ている。480は

̎区より出土した。ଆ面形はਕઌに向かい幅をݮじながら、前面ଆにۂする。481は３区より

出土した。

　482は具の木である。３区より出土した。ਊؙ࣋木ࡐを用いる。断面はପԁ形をఄ

する。྆ଆの小ޱ෦には加ࠟと断のࡍにંりऔったಥىをす。ຊ体の中ԝ෦を削り、

ඥを͚ݒるためのઙい溝を࡞り出す。溝は幅1.8Dm、ਂ さ0.4Dmを測る。溝内෦には加ࠟをす。

また、ද面にはӶ利なਕ物でりࠐまれたࣼめํ向のࡉい加ࠟをີにす。

̱ɽړᎤ۩（第104ਤ483～487）　ړ࿑具は１（483）、ᓄ４（484～487）の߹̑ܭが出土

している。

　483はړᎤ具のである。４区より出土した。ฑの大とのยଆをܽଛする。三ͭ

ຢにࢬかれしたࡐࢬ（ਊؙ࣋木ࡐ）を利用している。ຢ木のઌ෦には加をࢪす。の形ଶ

はପԁ形に෮ݩされる。෦には0.2ܘDmのֻ͚用の穿孔を３か所ࢪす。ֻ͚の使用ࠟは

ෆ໌ྎである。

ᓄ　484～487はړᎤ具のᓄである。484は３区より出土した。ฑのઌ෦がܽଛする。ຝࡐ

を用いる。に加ࠟをす。ฑは面औりし、શ体を平に上͛る。一木で製࡞しており、

とฑの間にくͼれ෦を࡞り出す。平面形はฑからのڥで؇やかに幅を広͛る。ଆ面形はに向

かってްみをݮじ、ฑは面औりを行い断面ԁ形に࡞り出し、の断面はፏ平な長ํ形に࡞り出す。

485は̎区より出土した。ᓄのฑからࢸる෦である。ຝࡐを用いる。一木で製࡞し、加

り࡞上͛る。平面形はฑからに向かって幅を広͛、くͼれ෦をにさず、શ体を平をࠟ

出す。ଆ面形はに向かって幅をݮじる。ฑは面औりを行い断面ԁ形に࡞り出し、の断面はፏ

平な長ํ形に࡞り出す。486は１区より出土した。ᓄのฑである。ຝࡐを用いる。平面形はฑ



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-øüü-

第103ਤ　出土遺物࣮測ਤ29　木製品（1/6）
476～481：4%22下層



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-øüý-

第104ਤ　出土遺物࣮測ਤ30　木製品（1/6）
482～488：4%22下層
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からに向かって幅を広͛る。ଆ面形はに向かって幅をݮじる。平面とଆ面に面औりを行った

加ࠟが認められる。શ面が黒৭に化している。487は３区より出土した。ᓄのである。൘

ࡐを用いる。平面形はのઌに向かって幅を広͛る。ଆ面形はのઌに向かってްみをݮ

じる。のઌ෦を削ってബく加する。断面はፏ平な長ํ形に࡞り出す。

̲ɽ۩（第104ਤ488）　488は具の手ිॎිのකฑである。１区より出土した。ිଆ面の

一෦とѲり෦をܽଛする。ࢬのຢ木を削り出して一木で製࡞している。Ѳり෦には木の৺をす。

ිにはࡉかいํ形の加ࠟをし、Ѳりには࣠にԊって長ࡉい加ࠟをす。ිのිண

෦にはஈࠩを࡞り出し、ઌに向͚てްみと幅をݮじ平ୱに࡞り出す。ାঢ়మිをணしてい

たと考えられる。

̳ɽ༰ث（第105・106ਤ489～495）　༰器は൫̎（489・490）、ᚫ子１（491）、૧４（492～

495）が出土している。

൫　489は൫である。３区より出土した。ޱԑ෦とఈ෦の一෦がଘする。ޱԑ෦はପԁ形に

෮ݩされる。ԣ木औりのࡐをႡり؏いて製࡞している。ޱԑ෦は面औりし、平ୱ面を࡞り出す。

外面のఈ෦ཱち上がりからޱԑ෦にか͚て外する形ଶに࡞り出す。490は൫である。３区より

出土した。平面は長ํ形をఄする。辺ยଆのޱԑ෦からఈ෦をܽଛする。内面は加ࠟをさ

ずにஸೡに上͛られているが、外面とఈ面には加ࠟをす。ԣ木औりのࡐをႡりൈいて製࡞

する。ޱԑ෦は内外面ともにશて面औりし、辺ଆには幅広の平ୱ面を࡞り出す。内面のཱち上

がりはಷ֯に࡞り出し、体෦からޱԑ෦にか͚てઢతにཱち上がる。外面長辺ଆのཱち上がり

෦はۂする形ଶに࡞り出すが、外面辺ଆのཱち上がり෦はಷ֯に࡞り出し、ଆ面を平ୱに

上͛る。ఈ෦は平ୱであるが、ຊ体を削り出し、木と平行する長ํ形のい٭を４か所に࡞

り出す。٭は辺2.4Dm、長辺4.0Dm、高さ0.6Dmを測る。٭෦の１か所はܽଛしている。

　ᚫࢠɹ491はᚫ子のఈ෦である。１区より出土した。ຝࡐを用いる。内外面は加ࠟを

さず、平に上͛る。ఈ෦ଆԑにはຊ体とみ߹わせる溝を穿ͭ。溝は幅0.4Dm、ਂさ1.0Dm

を測る。

૧ɹ492は૧である。３区より出土した。શ体のをܽଛする。ԣ木औりのࡐをႡりൈいて

製࡞する。内外面ともに加ࠟをす。平面の長辺ଆはހঢ়をఄするが、辺ଆはઢతに࡞り

出す。ޱԑ෦は内外面ともにશて面औりし、平ୱ面を࡞り出す。ޱԑ෦外面の辺ଆのみ幅広の

平ୱ面を࡞り出す。内面のཱち上がり෦は長辺ଆ、辺ଆともにۂする形ଶに࡞り出す。外面

長辺ଆのཱち上がり෦はಷ֯に࡞り出し、ࣼめにཱち上がり、ଆ面を平ୱに上͛る。ఈ෦は平

ୱである。྆辺の長辺ଆଆ面には7ࣈ形のࠐみをࢪす。りࠐみのද面にはඥঢ়のѹࠟが֬

認できる。0.4ܘDmの穿孔を辺྆ଆのഁଛ෦の４か所にࢪす。りࠐみと穿孔を用いて樹ൽ

などでഁଛした༰器を௲じ߹わせ、ิ修して再利用したとਪ測される。493は૧である。１区よ

り出土した。平面は長ํ形をఄする。長辺ଆのޱԑ෦からఈ෦をܽଛする。ԣ木औりのࡐをႡり

ൈいて製࡞している。内外面ともに加ࠟをす。辺ଆのޱԑ෦は内外面ともに面औりし、平

ୱ面を࡞り出す。内面のཱち上がりは長辺ଆ、辺ଆともにۂする形ଶに࡞り出すが、外面長
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第105ਤ　出土遺物࣮測ਤ31　木製品（1/6）
489～492：4%22下層



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-øüĀ-

第106ਤ　出土遺物࣮測ਤ32　木製品（1/6）
493～496：4%22下層

辺ଆのཱち上がりはಷ֯に࡞り出し、ઢతにཱち上がる。ଆ面は平ୱに上͛る。ఈ෦は平ୱ

である。494・495は૧である。いずれも１区より出土した。ఈ෦とཱち上がりの一෦のみがଘ

する。ԣ木औりのࡐをႡりൈいて製࡞している。ఈ෦は平ୱに上͛る。ఈ෦外面とଆ面にはࡉ

かい加ࠟをす。外面のཱち上がりはಷ֯に࡞り出し、ઢతにཱち上がるが、内面はۂす
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第107ਤ　出土遺物࣮測ਤ33　木製品（1/6）
497～502：4%22下層
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る形ଶに࡞り出す。494・495はಉ༷の形ଶをఄすること、出土Ґஔがۙすることから、߹関

係はないがಉ一ݸ体であると考えられる。

̴ɽࢦҜࢠ（第106・107ਤ496ŋ497）　496はࡶ具のࢦ物Ҝ子٭෦である。１区より出土した。

上෦の ෦をܽଛする。ຝࡐを用いる。શ面に長ํ形のߥい加ࠟをす。上෦は化し

ている。平面形は中間෦がくͼれる形ଶをఄする。下෦には長辺3.8Dm、辺2.2Dmの۱ؙ長

ํ形の孔を穿孔する。Ҝ子٭෦にࢅを通すための 穴であると考えられる。ॎ断面形は長ํ形を

ఄするが、ԣ断面形はו形をఄしており、දཪ面を࡞り͚ている。497はࡶ具のࢦ物Ҝ子٭

෦である。３区より出土した。൘ࡐを用いる。平面は形をఄする。શ面に長ํ形のߥい加

ࠟをす。上෦に長辺3.8Dm、辺2.6Dmの長ํ形の を࡞り出す。

̵ɽָث（第107ਤ498）　498はָ器のۏである。上൘のみଘする。ڞ໐૧をͭ࣋૧࡞りのۏ

であると考えられる。൘ࡐを用い、前面を平に上͛る。断面は長ํ形をఄするがද面෦

はわずかにۂし、දཪ面を࡞り͚る。۳形が̎か所ଘしており、長さ4.8Dm、幅1.4Dm、

ްさ1.2Dmを測る。۳形の上෦には̎か所にํ形の穿孔をࢪす。ํ形の孔と樹ൽを用いて௲じ߹

わせており、樹ൽは孔内෦で３ຕॏなったঢ়ଶでଘしている。

̶ɽൃՐ۩（第107ਤ499）　499はࡶ具のՐਲ਼ӓである。１区より出土した。྆෦をܽଛする。

൘ࡐを用いる。ද面にはߥい加ࠟをす。長辺のଆ面ยଆには幅0.6～1.0DmのՐਲ਼穴が３か

所֬認できる。ຊ体の一෦はඃをड͚て化している。

̷ɽࡇ۩（第107ਤ500）　500は祭祀具の武器形、మを模した形木製品である。３区よ

り出土した。෦のみଘしている。൘ࡐを用いる。෦はશ面にࡉかい加ࠟをࢪ

し、面औりを行う。ઌࡉりの形ঢ়をఄし、ઌをؙく上͛る。᭩෦は࡞り出さない。断面の

下෦は平ୱであるが、上෦はԁ形をఄし、දཪを࡞り͚ている。

̸ɽ۩（第107ਤ501・502）　501は६である。３区より出土した。൘ࡐをፏ平な長ํ形に加

0.1Dmの孔がશ面に穿孔されている。孔はย面から穿孔されており、ද面～0.2ܘしている。

とཪ面ではܘがҟなる。孔はॎํ向に1.6～2.0Dm、ԣํ向に1.2～1.6Dmの間ִで穿孔されており、

規ଇతにྻされている。辺ํ向にࡲれたࠟ跡が認められることから、ԣํ向にඥを通してい

たと考えられる。ඥを通すことにより、木ࡐのみをࢭするとともに、ຊ体をิڧする。一෦

の孔では、孔の中にඥがଘしている。ද面શ体は黒৭をఄするが、ඥを通した෦は木ഽを࿐

ఄしており、໌ྎに֬認できる。

502は武具の६である。平面長ํ形をఄし、辺ଆをܽଛする。൘ࡐを用いる。加ࠟは認

められず、શ面を平に࡞りだす。෦をࣼめに加する。大・小の穿孔を規ଇతにࢪす。大ܘ

孔はପԁ形であり、長1.4ܘDm、1.0ܘDmを測り、４か所に穿孔され、ԁހঢ়にྻされる。

小ܘ孔は0.3ܘDmで13か所に穿孔される。小ܘ孔のஔはԁހঢ়にஔされるが、長辺ଆでは

ઢにม化する。小ܘ孔をͭなぐようにѹࠟが֬認でき、ࢳを通してิڧしていたと考えられる。

̹ɽݐங෦ࡐ（第108・109ਤ503～512）　建ங෦ࡐはఐ子３（503～505）、෦３ࡐ（506・

507・510）、ਨ木̎（508・509）、柱ࠜ１（512）の߹̕ܭが出土している。
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第108ਤ　出土遺物࣮測ਤ34　木製品（1/6）
503～507：4%22下層

ఐ505～503　ࢠは建ங෦ࡐのఐ子である。503は３区より出土した。ॎ木औりのਊؙ࣋木ࡐを

削りࠐんで製࡞している。྆෦をܽଛし、ֻ͚෦のみଘする。ֻ͚のଆ面形は上෦を

֯に上͛、下෦をࣼめに削りࠐんで࡞り出す。ཪ面は平ୱに࡞り出す。྆面にඃをड͚

化している。504は３区より出土した。ॎ木औりのਊؙ࣋木ࡐを削りࠐんで製࡞している。྆

෦をܽଛし、ֻ͚෦のみଘするが、ֻ͚෦のઌをܽଛする。ֻ͚のଆ面形は上෦

を֯に上͛、下෦をࣼめに削りࠐんで࡞り出す。ཪ面は平ୱに࡞り出す。ཪ面の一෦はඃ
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をड͚化している。503にൺてֻ͚のಥ出はऑく、下෦のፘりはઢతである。505はఐ子

のֻ͚෦である。１区より出土した。ཪ面はṞしており、ఐ子ຊ体からֻ͚෦のみが

Ṟしたঢ়ଶである。平面と小ޱ面は長ํ形をఄする。

෦506　ࡐは建ங෦ࡐである。１区より出土した。ยଆとଆ面෦をܽଛする。ܽଛ෦ははが

れたようなঢ়ଶとなっている。൘ࡐを用いる。平面は平ୱに࡞り出す。断面はෆఆ形な形を

ఄし、ଆ面はްさをҧえて、ยଆをࣼめに࡞り出す。ܽଛしているが、長辺7.0Dmの۱ؙํ形の

穴を࡞り出す。小ޱ面はࣼめに࡞り出し、加ࠟをす。507は建ங෦ࡐである。̎区より出

土した。ຝࡐを用いる。平面は長ํ形をఄするが、ଆ面ยଆをࣈ̡ٯ形に加する。断面は

形をఄし、ଆ面෦を࡞り͚ている。長辺ยଆの̎か所に0.4ܘDmのԁ形の穿孔をࢪす。

また、長辺１.5Dm、辺0.3Dmの長ํ形の穿孔をࢪし、穿孔内には樹ൽがଘする。樹ൽを用い

て別の෦ࡐを௲じ߹わせていたと考えられる。ଞの෦品とみ߹わせて使用した෦ࡐと考えられ

る。

ਨ　508は建ங෦ࡐのਨ木である。̎ 区より出土した。ยଆをܽଛする。ਊؙ࣋木ࡐを用いる。

断面はԁ形もしくはॎ長のପԁ形をఄし、෦Ґにより࡞り͚ている。ઌをԁ಄形に࡞り出し、

ؙ࣋のਨ木である。１区より出土した。ยଆをܽଛする。ਊࡐす。509は建ங෦をࠟい加ߥ

木ࡐを用いる。平面形は۶ۂしており、原ࡐの۶ۂをͦのまま利用している。ද面は面औりし、

加ࠟをす。小ޱ面は加してࣼめに࡞り出す。小ޱ面のみ黒く化している。

෦510　ࡐは建ங෦ࡐである。１区より出土した。ຝࡐを用いる。શ面に加をࢪし、平

に上͛られている。断面は長ํ形をఄし、ፏ平な൘ঢ়をఄする。平面のยଆのみ内する形ঢ়

に࡞り出す。長2.2ܘDm、2.0ܘDmのପԁ形の 孔を穿孔する。

นࡐɹ511は建ங෦ࡐのนࡐである。̎区より出土した。൘ࡐを用いる。ෆ໌ྎではあるが、

શ面にߥい加ࠟをす。平面は長ํ形をఄする。長辺のยଆには長辺1.8Dm、辺1.2Dmの長

ํ形の穿孔を３か所ࢪす。断面はፏ平な形をఄし、ଆ面ยଆをࣼめに࡞り出す。

பࠜ　512は建ங෦ࡐの柱ࠜである。３区より出土した。ਊؙ࣋木ࡐをׂしたׂࡐを用いる。

ද面は面औりし、平に上͛る。

̺ɽӡൖ۩（第110ਤ513）　513は運ൖ具の舟である。྆をܽଛする。൘ࡐを用いる。ଆ面

෦は面औりし、શ面に加をࢪして平ୱに上͛る。断面は形をఄし、わずかにۂする。

ଆ面の形ଶを࡞り͚る。３か所に۱ؙ長ํ形の 孔を࡞り出す。 孔は、長辺3.2Dm、辺

2.0Dmと長辺4.8Dm、辺1.6Dmを測る。ଞの１か所は辺2.8Dmを測るが、長辺はഁଛのためෆ

໌である。形ଶやଆ面のۂの֯から、舟のݳଆ෦と考えられる。

̻ɽՃ൘ࡐ（第110～112ਤ514～538）　514～538は加木の൘ࡐである。いずれも平に

上͛、ଆ面は面औりを行いஸೡに上͛る。木औりは、ຝ４（537・531・526・524）ࡐ、ຝ

（530・519）ࡐ̎ 、൘（538・536～532・529～527・525・523～520・518～514）ࡐの19であ

り、൘ࡐが大をめる。514は̎区より出土した。平面は長ࡉくࡐの一෦をۂさせる形ଶ

をఄする。ଆ面はۂする。515は平面にࡉ長いࠟ跡が֬認できるため、ۀ࡞として使用され
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508～512：4%22下層
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たՄ能性も考えられる。516・517は平面を平に上͛、ଆ面を面औりする。518は྆෦をย

ଆから加し、ࣼめに断されている。શ面に加ࠟが֬認できる。519は൘のഁยである。520

はଆ面のยଆをٯLࣈ形に加する。521は小ޱ面とଆ面に加ࠟが֬認できる。522は൘ࡐのഁ

ยである。523は３区より出土した。加ࠟはෆ໌ྎ。ยଆの小ޱ面は化している。524は྆面

にߥい加ࠟが認められる。525は４区より出土した。෦の一෦をܽଛする。526は྆をܽଛ

する。ଆ面を面औりする。527は྆面に加ࠟが֬認できる。528はઅがൈ͚た孔が֬認できる。

529は１区より出土した。530は྆をܽଛする。加ࠟはෆ໌ྎである。531はยଆの小ޱ面と

ଆ面を加し、ࣼめに࡞り出す。นࡐやচࡐなどの建ங෦ࡐのՄ能性も考えられる。532はද面

にӶ利なਕ物によってりࠐまれた加ࠟが認められる。ยଆの෦には使用ࠟと考えられるѹ

ࠟが認められる。533は྆෦をܽଛする。ද面には加ࠟが໌ྎに認められる。534は̎区より

出土した。ยଆの小ޱ面を加してઑらせる。535はยଆをܽଛする。536は４区より出土したย

ଆの෦はඃにより化している。537はෆ໌ྎであるが加ࠟをす。538は྆෦とଆ面の

一෦をܽଛする。൘ࡐを用いる。શ面に加をࢪし、平面長ํ形の平な൘ঢ়に上͛る。ଆ

面には一ରの加をࢪし、くͼれ෦を࡞り出す。

̼ɽ༗಄（第112ਤ539～542）　539～542はࡶ具の༗಄である。߹４ܭが出土した。いず

れもยଆをܽଛし、ઌと࣠෦の一෦がଘする。539は̎区より出土した。ਊ࣋ちؙ木ࡐを用

いる。ઌに加ࠟをす。断面はԁ形をఄする。ઌ෦はԁ形に࡞り出し、෦をಥ出させる。

くͼれ෦から下のࡐ෦はঃ々に幅を広͛て࡞り出す。540は１区より出土した。શ面にߥい

加ࠟをす。ਊ࣋ちؙ木ࡐを用いる。ઌ෦はԁ形に࡞り出し、෦をಥ出させる。ઌの断

面はପԁ形をఄするが、ͦのほかの෦はԁ形をఄする。541は１区より出土した。ຝࡐを削

り出して製࡞する。༗಄෦にわずかに加ࠟをす。༗಄෦のಥى෦は平ୱに࡞り、ย面のみ

ஈを࡞り出す。ಥى෦の断面は۱ؙํ形をఄするが、くͼれ෦より下෦はପԁ形をఄする。

542は１区より出土した。અ࣋のਊؙ࣋木ࡐを用いる。શ面を面औりし、断面はॎ長のପԁ形を

ఄする。ઌをԁ಄形に࡞り出し、ߥい加ࠟをす。࣠෦が長いため、建ங෦ࡐのਨ木もしく

は運ൖ具のఱടのՄ能性が考えられる。

̽ɽෆ໌（第113ਤ543～547）　543～547はෆ໌木製品である。み߹わせて使用する製

品の෦ࡐの一෦であると考えられる。543は྆をܽଛする。ׂࡐを削り出す。平面は長ํ形、

断面はପԁ形をఄする。面औりをおこない、શ面をஸೡに加している。建ங෦ࡐなどのࢅのՄ

能性がある。544は１区より出土した。ยଆをܽଛする。ׂࡐを削り出し、શ面に加をࢪし、

断面ԁ形のࡐとして加されている。平面はܽଛ෦から෦にか͚てܘをݮじて製࡞されてい

る。具などのฑと考えられる。545は３区より出土した。ยଆをܽଛする。断面はԁ形をఄする。

ݮ上͛る。平面はܽଛ෦からઌ෦にか͚て幅をし、ஸೡにࢪをを削り出し、શ面に加ࡐׂ

じて製࡞されている。ઌ෦はԁ಄形に࡞り出し、長辺1.8Dm、辺1.0Dmの長ํ形の 穴を࡞り

出す。546は̎区より出土した。྆をܽଛする。ׂࡐを削り出して製࡞する。平面は長ํ形、

断面は۱ؙ長ํ形もしくはପԁ形をఄする。長辺1.6Dm、辺0.5Dmの長ํ形の 穴を࡞り出す。
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第110ਤ　出土遺物࣮測ਤ36　木製品（1/6）
513～522：4%22下層
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第111ਤ　出土遺物࣮測ਤ37　木製品（1/6）
523～531：4%22下層
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第112ਤ　出土遺物࣮測ਤ38　木製品（1/6）
532～542：4%22下層
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第113ਤ　出土遺物࣮測ਤ39　木製品（1/6）
543～555：4%22下層
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第114ਤ　出土遺物࣮測ਤ40　木製品（1/6）
557～565：4%22下層
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547は３区より出土した。断面はପԁ形をఄする。ׂࡐを削り出し、શ面に加がࢪされ、ஸೡ

に上͛られている。ઌにはํ形のஈを࡞り出す。ஈの下෦には使用ࠟと考えられるࠟ跡が֬

認できる。下෦は幅をݮじ、ઌࡉりになる。

̾ɽ͑͞ （͠第113ਤ548～555）　548～555はࡶ具のもえさしである。߹̔ܭ出土した。

෦にඃによる化が֬認できる。ׂࡐを用いており、小ޱ面に加ࠟをす。木製品製࡞のࡍ

に生じたׂࡐや加ࡐのഁยなどのࡐを使用したと考えられる。548はׂࡐを削り出す。ଆ面

には面औりをࢪす。下には加ࠟをす。ઌの小ޱ面はඃにより化している。549は１

区より出土した。ׂࡐを削り出し、શ面に面औりをࢪす。ઌはඃにより化している。溝̨

̙22下層出土では࠷大のもえさしである。550は̎区より出土した。྆෦がඃにより化

している。ઌの小ޱ面はബく削られている。下の小ޱ面はԁ಄形に形し、加ࠟをす。

551は１区より出土した。ઌがඃにより化している。552は̎区より出土した。શ面に面औ

りをࢪし、断面はෆ形な֯形をఄする。ઌの小ޱ面には加がࢪされ、ඃにより化し

ている。553は３区より出土した。ઌの小ޱ面には加がࢪされ、ඃにより化している。

554は４区より出土した。ઌがඃにより化している。555はઌがඃにより化している。

下はӶ利なਕ物でࣼめに࡞りだされている。

̿ɽߌ（第113～114ਤ556～565）　556～565は杭である。߹10ܭ出土した。556は̎区より出

土した。ઌ෦をܽଛする。ׂࡐを削り出し、શ体に面औりを行うが、અをす。上෦の小ޱ

面は平ୱにし、加ࠟをす。557は４区より出土した。અ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐを用いる。ઌを

加してઑらせる。ද面には樹ൽがଘしている。ଆ面形は杭上෦からઌにか͚て幅をݮじる。

558は１区より出土した。અ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐを用いる。અにはࢬをऔりった加ࠟが֬認で

きる。上はٿঢ়に࡞り出す。ઌは加してઑらせる。559は３区より出土した。上෦を

ܽଛする。ਊؙ࣋木ࡐを用いる。原ࡐの形ঢ়がөされ、中ほどでやや۶ۂする。上෦には樹ൽ

がଘしているが、下෦からઌ෦にか͚てはશ面にߥい加ࠟをす。560は̎区より出土した。

ਊؙ࣋木ࡐを用いる。上෦には樹ൽがଘしているが、下෦からઌ෦にか͚てはશ面にߥい加

が行われている。ଆ面形は杭上෦からはॏෳしており、ෳのํ向から加ࠟす。加をࠟ

ઌにか͚て幅をݮじる。561は̎区より出土した。小ܘ木のਊؙ࣋木ࡐを用いる。ද面には樹

ൽがଘしている。562は̎区より出土した。上෦をܽଛする。ׂࡐを削り出す。ଆ面形は上

からઌ෦にか͚て幅をݮじて製࡞される。563は１区より出土した。上෦をܽଛする。ਊؙ࣋

木ࡐを用いる。ଆ面形は下に向かってۂする。શ面に加ࠟをす。564は１区より出土した。

を用いる。ද面に৯い穴が֬認できる。565は１区より出土した。上෦をܽଛする。અࡐׂ

。にはਕこ΅れࠟが֬認できるࠟを用いる。ઌの加ࡐちのׂ࣋

̀ɽෆ໌（第115ਤ566～570）　566～570はෆ໌木製品である。いずれもみ߹わせて製

の൘である。྆をࡐであると考えられる。566は３区より出土した。൘ࡐする木製品の෦࡞

ܽଛする。平面はॎ長の長ํ形をఄする。ଆ面は面औりをࢪす。567は１区より出土した。ยଆ

をܽଛする。ׂࡐを削りだして製࡞する。શ面に加がࢪされ、ஸೡに上͛る。ઌの小ޱ面
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第115ਤ　出土遺物࣮測ਤ41　木製品（1/6）
566～576：4%22下層
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第116ਤ　出土遺物࣮測ਤ42　木器（1/6）
577～585：4%22下層
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はࣼめに加する。ଆ面をႡりࠐみ、断面三֯形の溝ঢ়に࡞り出す。568は̎区より出土した。

ຝࡐを用いる。ยଆをܽଛする。શ面に加ࠟをす。断面は三֯形をఄしており、ଆ面ยଆ

をബく࡞り出す。ଆ面の一෦にႡりࠐみを行うが、ྼ化のため判વとしない。શ面にඃをड͚

化している。569は̎区より出土した。ׂࡐを削り出して製࡞する。ઌを加して長ํ形の

穿孔を行ったか、ೋຊのಥى෦を࡞り出すと考えられるが、ഁଛのためෆ໌ྎである。ର面の小

。り͚ている࡞す。断面は形をఄし、ଆ面の幅ををࠟり出す。શ面に加࡞面はԁ಄形にޱ

570は１区より出土した。ׂࡐを削り出し製࡞している。ଆ面ยଆにႡりࠐみをࢪす。

́ɽՃ（第115～118ਤ571～598）　571～598は加木である。加木は൘ࡐ、ࡐׂ、ࡐ、

ਊؙ࣋木ࡐ（ؙ太）が出土した。形ଶや法ྔは༷々である。樹ൽをすࡐ、ਊؙ࣋木ࡐのද面と小

、までがଘ在しࡐから製品にۙいࡐが出土しており、原ࡐするࡐ൘ঢ়に製、ࡐすをࠟ面に加ޱ

加ਫ਼は༷々である。571はࡐの加木である。ׂࡐを削り出して加している。572は൘ࡐ

の加木である。ຝࡐの྆面を平に上͛る。573はみかんׂࡐである。ද面にෳのҟな

る加ࠟが֬認できる。574はਊؙ࣋木ࡐの加木である。ଆ面の樹ൽをṞいで、小ޱ෦をߥ

く加している。ྼ化により৺ࡐ෦がൈ͚てۭಎになっている。ଆ面のยଆには۱ؙ長ํ形の

Ⴁりࠐみが行われる。Ⴁりࠐみはຊ体を؏通しない。Ⴁりࠐみの内面にはഁଛ面が֬認でき、Ⴁ

りࠐみの辺ଆに࣠があったと考えられる。木のՄ能性が考えられる。575はׂࡐの加木で

ある。ยଆの෦小ޱ面にLࣈ形のႡりࠐみを行う。576はみかんׂࡐである。加ࠟがる෦

と樹ൽがる෦が໌֬に֬認できる。ຝࡐに加్中のׂࡐであると考えられる。577は

ࡐの加木である。ׂࡐを削りだして製࡞する。શ面を面औりすることで、断面ԁ形のࡐに

加する。෦はԁ಄形に࡞り出し、ࡐ෦とのڥにはஈを࡞り出す。製品のฑのՄ能性が考

えられる。578はみかんׂࡐである。ଆ面の一෦をܽଛする。શ面に加ࠟをす。ຝࡐに

上͛る్中のみかんׂࡐである。579はਊؙ࣋木ࡐの加木である。ઌの小ޱ面には加が行

われ、ԁ಄形に࡞り出す。一෦Ṟしているが、શ面に樹ൽをす。580はઅ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐ

の加木である。ยଆの小ޱ面はӶ利なਕ物でࣼめに断されている。581はઅ࣋ちのਊؙ࣋木

としてࡐ木である。྆をܽଛする。શ体に面औりを行い、断面はପԁ形をఄする。の加ࡐ

࣋ちのਊ࣋のਨ木もしくはఱടのՄ能性がある。582はઅࡐり出していることから、建ங෦࡞

ؙ木ࡐの加木である。ද面とยଆの小ޱ面に加をࢪす。583はׂࡐの加木である。ෆ໌ྎ

であるが加ࠟをす。584はઅ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐの加木である。小ޱ面に加ࠟをす。અ

෦にはࢬをい形した加ࠟが認められる。585はઅ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐの加木である。શ

面に面औりを行い、小ޱ面に加ࠟをす。586・587はׂࡐの加木である。ׂࡐを削り出し、

平に上͛る。588～594はみかんׂࡐである。588はઅをす。小ޱ面に加ࠟが認められる。

原木を1/2にׂしている。589は原木の樹ൽଆをׂったࡐである。小ޱ面に加ࠟをす。590

は原木を1/4にׂしている。591はยଆの෦が化している。原木を1/4にׂしている。592

は原木を1/4にׂしている。593は原木を1/2にׂしている。594は原木の樹ൽଆをׂったࡐで

ある。595～598はઅ࣋ちのਊ࣋ちؙ木ࡐの加木である。અ෦にはࢬをऔりった加ࠟが֬
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第117ਤ　出土遺物࣮測ਤ43　木製品（1/6・1/10）
586～593：4%22下層
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第118ਤ　出土遺物࣮測ਤ44　木製品（1/6）
594～598：4%22下層
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認できる。શ面に面औりを行う。小ޱに加ࠟが認められる。

ᶄ̨̭�1ग़（第119～122ਤ599～633）　

̨̭51からは具のటআ͚１（599）、ۂฑຢ܃１（600）、୦٩１（601）、編൘１

（605）、祭祀具の舟形木製品１（602）、陽物形木製品１（604）、ࡶ具のՐਲ਼٩１（603）、も

えさし̎（620・621）、杭̎（628・629）、加木の൘６（606～610・626）、൘６ࡐ（611～

616）、̑ࡐ（618・619・622・623・627）、ׂ３ࡐ（624・625・630）・ਊ３ࡐ࣋（631～

633）、ෆ໌木製品１（617）が出土した。

టআ͚　599は具のటআ͚である。上෦から 穴෦をܽଛする。平面は下Ϳくれのෆԁ

形であり、ଆ面はۂする形ଶをఄする。ຝࡐを用いる。ຊ体中ԝ෦には3.8ܘDmの 穴を

穿孔する。下の中ԝ෦には長辺1.6Dm、辺1.4Dmの۱ؙํ形の孔を穿ͭ。樹ൽなどでటআ͚

とฑをۓറするための孔である。

である。࣠෦のಥ出෦とਕ෦をܽଛし、ּ෦܃のφスϏ形܃ฑຢۂ600は具の　܃ฑຢۂ

のみଘする。ຝࡐを用いる。後面とଆ面のڥ界は面औりを行う。前面は平ୱに上͛る。後

面࣠෦にはѹࠟが֬認できる。ฑとの߹のۓറࠟであると考えられる。ּ෦のಥ出がऑい形ଶ

をఄする。

୦٩　601は具の୦٩である。ยଆをܽଛする。৺ؙ࣋木ࡐを削り出す。᎘き෦はԁ柱ঢ়を

ఄする。᎘き෦ઌは使用のためࡲりݮっている。᎘き෦からѲ෦はܘをݮじてࡉくなる。Ѳ

෦にはࡉかい加ࠟをす。

सܗ　602は舟形木製品である。ԣ木औりのׂࡐを削り出す。内面はߥい加ࠟをすが、

外面はࡉ長い加ࠟをす。外面ଆのཱち上がり෦にも加ࠟがݟられる。平面形の෦は

一ํがӶ֯、ଞํはઢをఄすることから、ધ尾とધटをͭくり͚ている。内面のႡりࠐみに

はધटとધ尾ଆをԁ形に࡞り出し、の間෦はઢに࡞り出す。外面ఈ෦であるધఈ෦は平

ୱに࡞り出す。

Րਲ਼٩　603はࡶ具のՐਲ਼٩である。ยଆをܽଛする。断面はԁ形をఄする。ׂࡐを削り出し、

શ面に面औりを行いঢ়に加する。ઌは使用のために化している。

ཅܗ　604は祭祀具の陽物形木製品である。ਊؙ࣋木ࡐを用いて、ઌ෦を加し、

ٿ形に࡞り出す。࣠෦とのڥはくͼれ෦を࡞り出す。ઌ෦からくͼれ෦にはࡉかい加ࠟが

認められる。下෦はӶいਕ物でりࠐみ、ંりऔって断されている。

ฤ൘　605は具の編൘である。྆෦をܽଛする。平面は長ํ形をఄし、断面

は形をఄする。અ࣋ちの൘ࡐを用いる。長辺0.6Dm、辺0.2Dmの断面ʮ̪ʯࣈ形のࠁみを

。されないࢪみは間ִにࠁ。すࢪ

Ճ　606～610は加木の൘である。શて൘ࡐである。ଆ面と小ޱ面には面औりを行い、

શ面を平に上͛る。加ਫ਼は高い。606・607・610はද面に幅広のߥい加ࠟが認められる。

611～616は加木の൘ࡐである。611は൘ࡐである。ද面にӶ利なਕ物で加されたࡉ長い加

が認めࠟである。ද面には幅広の加ࡐが認められる。612はยଆの෦をܽଛする。ຝࠟ
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第119ਤ　出土遺物࣮測ਤ45　木製品（1/3・１/6・1/10）
594～605：4%22（4951）
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第120ਤ　出土遺物࣮測ਤ46　木製品（1/6）
606～615：4%22（4951）
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第121ਤ　出土遺物࣮測ਤ47　木製品（1/6・1/10）
616～625：4%22（4951）
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第122ਤ　出土遺物࣮測ਤ48　木製品（1/6）
628～632：4%22（4951）
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第123ਤ　出土遺物࣮測ਤ49　木製品（1/6）
634～644：4%22（4861）
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られる。小ޱ面とยଆのଆ面をࣼめに加する。613は൘ࡐのઌを加してઑらせる。൘

として使用されたと考えられる。614はຝࡐである。615はຝࡐである。614ŋ615はද面に

は幅広の加ࠟが認められ、平面がෆఆ形なため、製࡞もしくは製్ࡐ中の加木であると考え

られる。616は加ࠟが໌ྎではないが、製్ࡐ中の加木であると考えられる。617は加木の

൘ࡐである。ຝࡐを用いる。ଘ෦はԁ形をఄする。断面は長ํ形をఄする。内外面には

間ִの加ࠟをし、ଆ面も加する。形ଶから༰器の֖もしくはఈ෦であると考えられる。

618・619は加木のࡐである。618は྆をܽଛする。ׂࡐを用いる。શ面に加をࢪし、ଆ

面は面औりを行い、断面はପԁ形をఄする。619はยଆをܽଛする。અ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐを用いる。

。をऔりい、面औりを行うࢬ

͑͞͠　620・621はࡶ具のもえさしである。620は൘ࡐを用いる。平面෦は面औりを行

った加ࠟが認められる。小ޱは加しており、ඃをड͚て化している。621はׂࡐを削り

出してঢ়に加する。面औりを行ったࡉ長い加ࠟが認められる。小ޱは加しておりԁ಄形

にಥ出させる。小ޱのみඃをड͚て化している。

Ճ　622～625は加木のࡐである。622はׂࡐを削り出す。શ面に面औりを行う。623は

અ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐを用いる。平面形は۶ۂしており、原木の形ଶをөする。ࢬをい、શ面

に面औりを行っている。小ޱを加し、ಥ出させる。624・625は྆෦をܽଛする。ׂࡐを削り

出し、平断面ともに長ํ形に࡞り出し、ଆ面に面औりを行う。形ଶからՐਲ਼ӓのՄ能性も考えら

れる。626は加木の൘である。൘ࡐである。ଆ面を面औりし、平面は平に上͛る。建ங

෦ࡐなどのՄ能性も考えられる。627は加木のࡐである。અ࣋ちの৺ؙ࣋木ࡐを用いる。平

面形は۶ۂしており、原木の形ଶをөすると考えられる。ࢬをऔりい、面औりを行うが、わ

ずかに樹ൽがる。小ޱにも加をࢪし、ยଆはઌをಥ出させる。

ち࣋してઑらせる。628はઅ629は杭である。いずれも上෦をܽଛし、ઌを加・628　ߌ

のਊؙ࣋木ࡐを用いる。629はׂࡐを用いる。

Ճ　630～633は加木である。630はยଆをܽଛする。ׂࡐを用い、શ面にӶ利なਕ物に

よる加ࠟがる。෦小ޱ面は平ୱに࡞り出す。ܽଛ෦はඃをड͚て化している。631は

અ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐを用いる、અにはࢬをった加ࠟが֬認できる。上෦の小ޱ面は平ୱに

、り出し࡞具で削り出し、くͼれのように上͛、෦を面औりする。ઌ෦は幅広のӶ利な

ઌは平ୱに上͛る。杭や建ங෦ࡐのՄ能性が考えられる。632はਊؙ࣋木ࡐのશ面に加ࠟ

をす。ยଆの小ޱ面には樹ൽଆから樹৺向͚てെࠟ࠾が֬認できる。െ࠾のࡍにંりऔった

ಥىをす。633はਊؙ࣋木ࡐをશ体に面औりし、શ体を平に上͛る。෦小ޱ面を加する。

製్࡞中の原ࡐもしくは建ங෦ࡐの柱ࠜのՄ能性も考えられる。

ᶅ̨8�1ग़（第123～126ਤ634～659）

̨861からは༰器の૧１（634）、武器のৌ１（636）、ࡶ具のもえさし１（637）、具のԣ

１（638）、加木の̎ࡐ（639・640）、൘４（641～644）、൘̎ࡐ（645・651）、ׂ４ࡐ

（646～648・652）、ਊ̎ࡐ࣋（649・650）、杭̓（653～659）、ෆ໌木製品１（635）が出土した。
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第124ਤ　出土遺物࣮測ਤ50　木製品（1/6）
645～651：4%22（4861）
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૧　634は༰器の૧である。体෦からఈ෦の一෦のみがଘする。ຊ来の形ঢ়は平面長ํ形を

ఄしていたと考えられる。ԣ木औりである。外面に加ࠟをす。ఈ෦は平ୱに࡞り、内外面の

ཱち上がり෦は長辺ଆ、辺ଆともにۂする形ଶに࡞り出す。

ෆ໌　635はෆ໌木製品である。長1.7ܘDm、経0.4Dmのପԁ形の穿孔をࢪす。ඥを通

して݁߹する孔であると考えられる。༰器などの一෦であると考えられる。

ৌ　636は武器のৌである。ৌ৲にたり、ৌޱଆをܽଛする。断面はཛ形をఄする。ຝ

り出す。ஈの上࡞す。ৌ৲には幅1.0～0.4Dm、高さ0.4Dmのஈををࠟを用い、外面に加ࡐ

෦である小ޱ面は平面、ଆ面ともにࣼめに加する。ஈの下にはۓറࠟが֬認できることから、

ஈの下෦よりඥなどを巻いてݻఆするೋຕ߹わせ式のৌである。内面はṞしており、ଘঢ়ଶ

はྑではないが、ҍਔ形にႡり؏いて製࡞していることから、ৌであると考えられる。

͑͞͠　637はࡶ具のもえさしである。ยଆをܽଛする。ׂࡐの小ޱ面を加し、ԁ಄形に

。り出す。ઌはඃをड͚て化している࡞

ԣ　638は具のԣである。ׂࡐをԣ木औりし、削り出して製࡞している。Ꮟଧ෦とѲり

෦の区は࡞り出さない。Ꮟଧ෦からѲり෦にか͚ては幅をݮじて࡞り出す。Ѳり෦では幅を

広͛て෦を࡞り出す。Ꮟଧ෦に使用ࠟは֬認できない。

Ճ　639・640は加木のࡐである。639はઅ࣋ちのਊؙ࣋木ࡐを用いる。ଆ面の一෦を

ܽଛする。小ޱ面は平ୱに上͛る。શ面に面औり加をࢪし平に上͛る。ຊ体中ԝ෦のଆ

面からႡりࠐみを行い、み߹わせるためのஈを࡞り出す。෦ࡐであると考えられる。640はፏ

平なํ形のࡐである。ยଆをܽଛする。ܽଛ෦はṞしており、一෦が化している。ׂࡐを

શ面に加をࢪし平に上͛る。小ޱ面はࣼめに࡞り出す。શ面にわずかに加ࠟがる。

641～644は加木の൘である。いずれもશ面に加をࢪし、加ࠟをさずにஸೡに製ࡐする。

641はຝࡐを用いる。ยଆの小ޱ面は内する形ଶに࡞り出す。642～644は൘ࡐである。น

木である。平面ย面は平の加ࡐのՄ能性も考えられる。645は൘ࡐなどの建ங෦ࡐやচࡐ

に上͛、൘として成しているが、ର面にはԜತをし、Ӷ利なਕ物で削った幅広の加ࠟが

֬認できる。製్࡞中もしくは再加の్中と考えられる。ยଆの෦はඃにより化してい

る。646～648はׂࡐの加木である。646はෆ໌ྎであるが、શ面に加ࠟをす。647は小ޱ面

に加ࠟをす。શ面にඃをड͚て化している。648は྆෦の小ޱ面に加ࠟがる。

෦ยଆは化している。649・650はਊؙ࣋木ࡐの加木である。649はࢬをったઅをす。྆

෦を加しており、化している。650は小ޱ面にെࠟ࠾をす。651は൘ࡐの加木である。

ଆ面の一෦のみがଘする。加ࠟは認められず、྆面を平に上͛る。652はׂࡐの加木

である。྆෦をܽଛする。શ面に面औりを行い、断面は多֯形をఄする。平面にߥい加ࠟと

Ӷ利なਕ物によりりࠐんだ加ࠟが認められる。面औりを行った後に平面の加を行っている

ことから、建ங෦ࡐをస用し、再加したՄ能性も考えられる。

。を用いる。653は下෦をܽଛするࡐ木ؙ࣋木のਊܘ659は杭である。653・659は小～653　ߌ

上෦小ޱ面は加をࢪし平ୱに上͛る。659は上෦をܽଛする。ઌはଆ面の一ํ向から
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第125ਤ　出土遺物࣮測ਤ51　木製品（1/6・1/10）
651～655：4%22（4861）
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第126ਤ　出土遺物࣮測ਤ52　木製品（1/6）
656～659：4%22（4862）
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削り出し、ࣼめに加してઑらせる。654～658は大ܘ木の

ਊؙ࣋木ࡐを用いる杭である。いずれも上෦をܽଛする。

ઌは幅の広い加ࠟが認められ、Ӷ利なਕ物で加し、

ઑらせる。ཱしたঢ়ଶで出土し、溝̨̙22ఈ෦にଧちࠐ

まれたঢ়ଶであった。15.6～9.6ܘDmを測る大ܕの杭であ

ることから、ࢅ橋や橋などの構物を構ஙしていたՄ能性

が考えられる。

ᶆ̨̭��ग़（第127ਤ660・661）

̨̭56からは具のۂฑ１܃（660）、ෆ໌木製品１

（661）が出土した。660は具のۂฑ܃である。いわΏるφ

スϏ形܃である。ּ෦のみଘする。ຝࡐを用いる。

後面෦は面औりを行い、ྏを࡞り出す。前面は平ୱに

上͛る。661はෆ໌木製品である。྆をܽଛする。平面は

長ํ形、断面はପԁ形をఄする。ׂࡐを用いる。わずかに

加ࠟがる。面औりを行い、શ面を平に上͛る。ࢅ

木などの෦ࡐであると考えられる。

ᶇ̨̭��ग़（第127ਤ662）

̨̭68からは加木（662）１が出土した。662はׂࡐの

加木である。ยଆをܽଛする。શ面に加をࢪし、ଆ面

の一ํをಥ出させた形ঢ়に࡞り出す。

ᶈ48��ग़（第127ਤ663）

663は加木のׂࡐである。྆෦をܽଛする。4869か

らはࣼめにଧ設されたঢ়ଶで木３ࡐが出土した。ׂࡐの

加木を杭として利用したと考えられる。

ᶉ̨8��ग़（第128ਤ664～669）　

̨862からは具の手ිකฑ１（664）、加木̑（665

～669）が出土した。

खිකฑ　664は具の手ිԣිのකฑである。ිの一෦とѲり෦をܽଛする。ࢬのຢ木を

削り出して一木で製࡞している。ි෦にはࡉ長い加ࠟをす。ි෦は平面、ଆ面ともに

り出している。ිはѲりに࡞界ではѲり෦の幅を太くڥした形ଶをఄする。ිとѲり෦のۂ

ରしてࣼめに࡞り出されており、Ѳりをڥにしてಷ֯とӶ֯をఄする。ිのணࠟは֬認でき

ない。

Ճ　665～669は加木である。665・668は加木のࡐである。ਊؙ࣋木ࡐを用い、શ面

に面औりを行い平に上͛る。666・667は断ࠟをす加木である。અ࣋ちのਊ࣋ちؙ木ࡐ

を用いる。અ෦ではࢬをった加ࠟが֬認できる。小ޱ面には樹ൽଆからਊに向͚たߥい加

第127ਤ　出土遺物࣮測ਤ53
木製品（1/6）

660・661：̨̙22（4̭56）　662：ಉ4
̭68　663：̨̬69663：4869
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木である。面औりをの加ࡐちؙ木࣋ちのਊ࣋とંりऔった断ࠟが認められる。669はઅࠟ

行いશ面を平に上͛る。建ங෦ࡐの柱ࠜのՄ能性も考えられる。

ᶊখ݁

Ҏ上のように、̨̙22下層からは多༷な木製品が出土した。̨̙22の時期は、̨862が出土土

器や層Ґから弥生時代中期後༿とし、ͦのଞの遺構は、古墳時代ॳ಄～前期前༿とਪఆされる。

具はฑԣ܃、టআ͚、ۂฑ܃が出土しており、いずれもຊ体のްさはബく࡞り出す。

టআ͚はଆ面形がઢతなものとΏるやかにۂするものがあり、ฑ孔प辺にはོىを࡞り出さ

ない。また、టআ͚の下෦にฑとのۓറのための穿孔をࢪす。ۂฑ܃のφスϏ形܃はּ෦のಥ

第128ਤ　出土遺物࣮測ਤ54　木製品（1/6・1/10）
664～669：̨̙22（̨̬62）
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出がくなっている。Ҏ上のような特は、弥生時代後期から古墳時代前期にみられる具の形

ଶをఄする（上原1993）。ଞの具では木、り൘が出土しており、編具の生産が行われてい

たと考えられる。

さらに、運ൖ具の舟ړ、ࡐᎤ具のᓄ、が出土した。ۙྡにҐஔする木津川を利用したړᎤ、

運ൖ׆ಈをөしているとධՁできる。

建ங෦ࡐはఐ子、ਨ木、นࡐ、柱ࠜが出土した。これらの建ங෦ࡐは高চ建物に使用される෦

によってফࡂである。また、ఐ子にはඃࠟがみられる。प辺の集落に高চ建物がଘ在し、Րࡐ

失した建ங෦ࡐをغしたՄ能性が考えられる。

祭祀具は舟形、陽࣋形、形の３が出土した。શて形代の木製品である。さらに、ָ器のۏ

が出土しており、溝̨̙22にお͚る祭祀に用いられたと考えられる。舟形、陽࣋形は̨̬61より

出土していることから、̨̬61ۙの̨̙22上ྲྀにおいて祭祀が執り行われたとఆされる。ま

た、武具の६、武器のৌ、ࡶ具のࢦ物Ҝ子が出土しており、これらも祭祀に用いられた木製品

であるՄ能性も考えられる。このような祭祀具、武器・武具の出土から、祭祀を執り行い、̨̙

22をҡ・࣋理していた上Ґ֊層者のଘ在がࢦఠでき
ㅭ㉅66 


る。

溝̨̙22下層において出土ྔが࠷も多いのは加木であり。െࠟ࠾をすࡐ、原木を1/2、1/4

にׂしたׂࡐ、製్ࡐ中のׂࡐ、൘ࡐなど、木ࡐの加にうࡐが多いが特චされる。加

を行ࡐ製、ࡐによって生じたと考えられる࡞製、ࡐ中の్ׂࡐ製、ࡐしたままの木は樹ൽを

った൘やࡐが出土しており、加のい木ࡐから高い木ࡐまで、木製品製࡞に関わる木ࡐが

出土している。今ճの調査では、器種が特ఆできるະ製品を検出することができなかったため、

木製品製࡞の具体తな࣮ଶはෆ໌であるが、下水主遺跡溝̨̙22上ྲྀ域にҐஔする集落ではെ࠾

木をׂし、製ࡐまでを行う木製品製࡞をࢦఠできる。また、加木は小ܘ木のࡐを加したਊ

木においてもܘのબを行い、小ࡐに用いる木࡞が大をめており、木製品製ࡐやׂࡐ木ؙ࣋

木औりՄ能な製品を製࡞していたと考えられる。さらに、小ܕの具手ිฑの出土やิ修された

૧の出土からも一ఆఔの木製品製ٕ࡞ज़を༗していたことが考えられる。

このように、下水主遺跡प辺には木製品生産を行う集落がఆされる。城陽市西ଆのԭ積地

の木津川ӈ岸にۙするཱ地ڥから、城陽市東ଆの山林から木ࡐを調ୡするほかに、木津川上

ྲྀ域でെ࠾した木ࡐを木津川の水運によりೖ手し、製࡞を行っていたこともఆされる。溝̨̙

22出土木製品は下水主遺跡प辺にお͚る木津川とԭ積地を利用した生産׆ಈや祭祀行ҝを物ޠ

っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福山博章・高橋　悠）

ʢ̏ʣੴɾ

ᶃੜ࣌ͷੴ（第129ਤ670～第130ਤ683）

ੴ᭲　670は、Ԝ基式の形ଶをもͭ。ઌをएܽׯଛしている。ബいૉࡐでઙく平ୱなṞで

શ体を成形している。石ࡐはαψΧΠτである。ଘ長さ2.2Dm、幅1.8Dm、ްさ0.3Dm、ॏྔ

1.8Hを測る。#地区แ含層中から出土した。671は、三֯形᭲である。ܽଛはない。ややްみをも
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第129ਤ　出土遺物࣮測ਤ55　石器（1/2）
670：̗地区แ含層　671～679：̗地区̨̙22
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ͭૉࡐで、पԑからのૈいṞでશ体をった形ଶに上͛ている。石ࡐはαψΧΠτである。

長さ2.5Dm、幅2.1Dm、ްさ0.5Dm、ॏྔ1.5Hを測る。̨̙22下層から出土した。672は、ॎ長の三

֯形᭲である。ઌ෦とยଆ基෦をएܽׯଛする。基෦ٴͼ྆ଆԑにԡঙによる美なṞをࢪ

している。主要Ṟ面ଆでないยଆද面中ԝにもとのૉࡐ面をしている。石ࡐはαψΧΠτで

ある。ଘ長さ4.5Dm、ଘ幅2.4Dm、ްさ0.6Dm、ॏྔ６Hを測る。̨̙22下層から出土した。

673は、༗᭲ܪである。ܪ෦ઌをएܽׯଛするがほ΅形品である。ްみのあるૉࡐで、ԑ辺

からのஸೡなṞにより成形されている。ཪ面にもともとのૉࡐ面がみられる。石ࡐはαψΧΠ

τである。長さ4.2Dm、幅1.6Dm、ްさ0.7Dm、ॏྔ4.5Hである。̨̙22・４区ᶜ層から出土した。

674は、基෦にܽଛがみられるが、༗᭲ܪである。幅広のൺֱతബいṞยを用い、पԑからのṞ

によりஸೡに成形している。石ࡐはαψΧΠτである。ଘ長さ3.1Dm、幅2.3Dm、ްさ0.45Dm

を測る。出土地は、̨̙22・４区ᶜ層である。

とするፘりをもͭ削器である。ፘりはଧ面にۙい྆ଆԑࡐ675は、幅広のॎ長Ṟยをૉ　ث

辺からೖり、ઙいが໌ྎにみられる。ፘり෦ٴͼਕ෦となるԑ辺෦のṞはදཪともっている。

中間から下ํにۂする෦はະ加のままとされ、ここにはਕこ΅れঢ়の使用ࠟが֬認される。

石ࡐはαψΧΠτである。શ体に黒փ৭をఄし、෩化はあまりすすんでいない。長さ6.4Dm、幅

3.5Dm、ްさ0.9Dm、ॏྔ25.8Hを測る。676は、ԣ長Ṟยをૉࡐとする削器である。ࠨӈを大きく

ܽଛしている。ۂする下辺をਕ෦とし、දཪにࡉかなṞがみられる。石ࡐはαψΧΠτで、

。ଘ長さ4.6Dm、幅4.2Dm、ްさ0.8Dmを測る。̨%22から出土した

ੴ֩　677は、ްみのある൘ঢ়のബยをૉࡐとする石֩である。ࣗવ面をଧ面にͦのԑ辺から

ଧܸし、ยํの面でෳの幅広ṞยをṞしている。またもうย面の下ํࠨଆ面においても、幅

広ബยをṞしたࠟ跡がある。石ࡐはαψΧΠτである。長さ8.1Dm、幅12Dm、ްさ̎Dm。#ʵ

̨̙22の地層（飛鳥時代）から出土した。678は、ややପԁ形にったԣ長ബยをૉࡐとする石

֩である。上辺のࣗવ面をଧ面に、എ面ଆでԣ長ٴͼ幅広Ṟยをগなくとも３ຕṞしている。

石ࡐはαψΧΠτである。長さ6.4Dm、幅10.1Dm、ްさ1.9Dmを測る。出土地は̨̙22（第１次

調査）である。

ൖೖੴ679　ࡐは、ຏ製石器のૉࡐ、あるいは࡞ۄりの石ڒなどのૉࡐとなる݁থยؠである。

加のࠟ跡は認められない。ຊ遺跡ۙྡでは産出しないもので、لϊ川ྲྀ域が考えられるൖೖ

石ࡐである。長さ21.4Dm、幅5.7Dm、ްさ2.8Dmを測り、̨̙22下層から出土した。

Ҏ上、石器ྨに関してはすて弥生時代中期Ҏ前のものとみられる。あえてଧ製のٕज़で製࡞

された5の石᭲は、いずれも中ܕから大ܕのもので、ೄ文時代Ҏ来の小形でङྌ用のものとは

一ઢをըしているといえる。αψΧΠτの෩化からもໃ६しない。なお産地であるが、؟判

断で670の石᭲のみ金山産で、ଞはೋ上山αψΧΠτであΖう。̎の削器と̎の石֩もೋ上

山産である。         　　（黒坪一樹）

製石である。ፏؠੴ（第130ਤ）　680は、̗地区第１次調査̨̙22 下層から出土した砂ۄ

平な石ࡐの中ԝに、断面ʮ̪ʯࣈ形のےঢ়の面が１形成されている。長さ8.2Dm、ްさ



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-øĀ３-

1.5Dm、ॏさ140̶を測る。また、面は、長さ6.0Dmのےঢ়をఄし、幅0.7Dmを測る。古墳時代

の再掘削された層Ґから出土したもので、弥生時代中期のۄ石とਪఆされる。

ੴڒ（第130ਤ）　681は、̗ 地区第１次調査の̨̙22下層から出土した。一෦をંଛしているが、

下面はؙみをଳͼ、使用ࠟとみられるࠟࡲがみられる。石ࡐは、ߚ࿄ยؠであり、࡞ۄりに用い

られる石ڒとみられる。長さ7.0Dm、幅2.6Dm、ॏさ24.8̶を測る。古墳時代に再掘削された層Ґ

から出土したが、形ঢ়から弥生時代中期の石ڒとਪఆされる。

ੴ（第130ਤ）　682は、ํ体ঢ়のްみのある形ঢ়をなす石である。面は１面にみられ、

ް、が認められる。幅4.5Dmࠟࡲかなࡉ さ5.0Dmを測り、砂ؠを石ࡐとする。第１次調査において、

̨̙22から出土した。683は、水੍遺構̨̬61から出土した石である。ፏ平な形ঢ়をなし、長

さ18.0Dm、ްさ4.4Dmを測る。平ୱ面のย面を面として使用し、ࡉかな研ຏࠟが認められる。

ᶄݹ࣌ͷੴ

࣋684は、第１次調査̗地区中ԝセΫシϣン下層（̨̙22）から出土した子　（第131ਤ）ۄޯ࣋ࢠ

。長は約8.0Dmとਪఆされるݩଘ長7.88Dmを測り、෮。すである。ંଛし、ほ΅面をۄޯ

は、ଆにۄ幅は約2.5Dmとਪఆされる。子ݩ大2.8Dmを測り、શ体にؙみをもͭ。෮࠷ଘ幅

１か所、ෲଆに１か所、さらにଆ面に̎か所を削り出し、ݸ４ܭをえる。子ۄのදݱは、やや

第130ਤ　出土遺物࣮測ਤ56　石器（1/3・1/4）
680・681：̨̙22下層　682：̨̙22内　683：̨̙22（̨̬61）
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่れが認められ、子ۄの಄෦と尾෦の削り出しはઙく、ಥ出しない。࣭ࡐは、石製とみられ、

҉੨փ৭をఄする。಄෦に孔1を穿孔し、孔ܘは4.6Dmを測る。

子ۄޯ࣋は、石製祭具の一種であり、શࠃతにみて૯300Ҏ上の出土ྫが֬認されている。

しかしながら、出土ঢ়گが໌֬でないものが多く、୯ಠで出土するྫが多いため、編年తҐஔづ

͚のしいࢿྉとしてられる。ै来の研究では、子ۄޯ࣋の編年తなҐஔづ͚のなかで出ݱஈ

֊とされるࢿྉは、ಃ༢古༼ᅿ群̩̠73ܕ式に平行する京都府山։１号墳出土の子ۄޯ࣋であり、

第131ਤ　出土遺物࣮測ਤ57　石器・土製品（1/1・1/2・1/3）
684～689：̗地区̨̙22（第１次）　690：ಉ̨̙22　ಉ̨̠17 　691～694：ಉ̨̙22 　695：ಉ̨̠17　
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とᅏのදݱがなされる。古式の子ۄޯ࣋は、ଆʵෲଆʵଆ面の子ۄが４ʕ3ʵ１のものを基

ຊとし、各子ۄがݸ別にっているものが編年తには古い要ૉとされ
ㅭ㉅67ㅮ

、大ࡕ府ΧτンϘ山古墳の

古墳第ᶚ期の石製模品をڞする子ۄޯ࣋が࠷も古式のࢿྉとしてҐஔづ͚られている。古墳

時代後期Ҏ߱の子ۄޯ࣋は、શ体にؙみを失い、ፏ平な形ঢ়をఄし、断面が長ํ形となるとされ

る。また、子ۄは、製ٕ࡞法の؆ུ化が進み、がݮগして、まとまって削り出され、ෲଆの子

。ఠされるࢦঢ়になることがىは、ํ形のಥۄ

ຊྫは、ፏ平化せず、શ体తにؙみをอち、古墳時代後期Ҏ߱の子ۄޯ࣋にはみられない編年

తに古い要ૉをもͭ一ํ、子ۄはがݮগし、ಥ出しないなど、新しい要ૉがみられる。また、

ྉとみることがでࢿがややஎ؇しており、おおよͦ古墳時代中期後のۂ形のࣈのʮ̘ʯۄޯ

きよう。̨̙22の古墳時代にお͚る再掘削の時期が、ಃ༢̩̠23ܕ式ซ行とみられることから、

再掘削のஈ֊に溝̨̙22にう集落祭祀のなかで用いられた子ۄޯ࣋であったとਪఆされる。

খۄ（第131ਤ）　685～689は、石製の小ۄである。685は、̗地区１次調査中ԝセΫシϣン45

層（̨̙22）から出土した。0.48ܘDm、ްさ0.25Dmを測る。孔ܘは、0.2Dmを測る。686は、̗地

区̗地区第１次調査中ԝセΫシϣン43層（̨̙22）から出土した。0.6ܘDm、ްさ0.71Dmを測り、

ްみをもͭ。孔ܘは、0.2Dmを測る。687は̨̙22第１次調査中ԝ෦から出土した。0.33ܘDm、

ްさ0.17Dmを測る。孔ܘはやや小さく、0.1Dmを測る。688は、̗地区第１次調査中ԝ෦（̨̙

22）から出土した。一෦をંଛする。0.6ܘmm、ްさ0.2Dmを測る。689は、̗地区第１次調査̨

̙22から出土した。0.64ܘDm、ްさ0.36Dmを測る。孔ܘは、大きく0.25Dmを測る。৭調は、փ

৭（/7/0）をఄする。

ੴ（第131ਤ）　690は、̗地区̨̠17から出土したํ形の石である。長ํ形の断面をなし、

長さは7.7Dm、幅8.1Dm、ްさ3.8Dmを測る。৭調は、փന৭（7.5:　7/2）をఄし、ΞϓϥΠτ製

の石とみられる。

ᶅݹ࣌ͷ（第131ਤ691～695）

691～695は、土である。691は、̗地区第１次調査̨̙22から出土した。長さ8.0Dm、ްさ

3.5Dmを測る。孔ܘは1.0Dmを測り、ᒵ৭をఄする。ॏさ73Hを測る。692は、̗地区̨̙22中

ԝセΫシϣン43層から出土した。長さ8.5Dm、ްさ3.1Dmを測る。孔ܘは0.8Dmを測り、ॏさ70̶

を測る。693は、̨̙22から出土した。長さ7.3Dm、ްさ3.0Dm、孔ܘは0.7Dmを測り、694は、̨

̙22から出土した。長さ7.9Dm、ްさ3.1Dm、ॏさ67Hを測る。孔ܘは0.7Dmを測る。695は、̗地

区第１次調査̨̠17下層から出土した。長さ6.7Dm、幅2.6Dmを測る。孔0.5ܘDmを測る。ম成は

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高野陽子）ྑ

̎ʣݹ࣌ظޙʙඈௗ࣌ͷ遺

ʢ̍ʣ"۠ग़ث

Ҫ11̨̚ށ�（第132ਤ696～709）　696～704は、土師器ᙈ
	㉅68ㅮ

である。法ྔから小ܕ品１（697）、

中ܕ品̓（696・698～703）、大ܕ品１（704）がある。中ܕ品のうち696は小ܕ品にۙいとఆ
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第132ਤ　出土遺物࣮測ਤ58　土器（1/4）
696～709：̖地区̨̚112

され、703はଞの中ܕ品よりやや大きい。696や704は体෦࠷大ܘから下෦を、698はఈ෦をܽଛ

する。また、703は体෦࠷大ܘよりも上෦をܽଛする。696・704をআくᙈでは体෦の形ଶがԁ形

にۙいもの（697・699・700・703）と、体෦下に࠷大ܘがくる下れঢ়をఄするもの（698・

701・702）とがある。ᙈのޱԑ෦の形ঢ়にͭいては、704がޱԑ෦中Ґでわずかに۶ۂしてड͚ޱ

ঢ়をఄし、ޱԑ面が内する形ଶをとるほかは、おおΉね୯७ʮくʯࣈঢ়をఄし、ޱԑ෦がࣼ
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め上ํにԆͼるものやわずかに外するもの、あるいはわずかに内するものがある。いずれの

ᙈも調はほ΅౷一されており、ޱԑ෦はϤコφσ、体෦外面上෦はϋέ、体෦外面下～ఈ

෦はέズリ、体෦内面はશ面にϋέがͦれͧれࢪされている。このような特をͭ࣋ᙈは、城陽

市域を含Ή山城地域のみならず、ۙߐ地域から大和北෦地域にか͚てする
ㅭ㉅69ㅮ

。上෦をܽଛす

る696は697～703とಉ一の特を༗するᙈとࢥわれる。また、704は長ᙈである。

705は須恵器高ഋ֖とਪఆされる。෦ഁ断か所にͭまみがͭいていたࠟ跡が֬認できる。外

面中Ґۙにઢをࢪし、ܘޱが大きいことから高ഋの֖と判断した。706は須恵器ഋ̝֖である。

12.2Dmで、෦の調がϔϥΩリ後ෆ調であることから、飛鳥ܘޱ
ㅭ㉅70ㅮ

ᶗないしややઌ行するࢿྉ

に૬しよう。707は須恵器ᰍᆵである。708は須恵器平ළである。෦外面に１ܘDm前後

のϘタンঢ়の೪土ཻを̎か所షり͚ている。また、෦にはΧΩϝをࢪす。ޱԑ෦外面には

ઢが１८る。

709は弥生土器ᙈのఈ෦のഁยである。外面にタタΩをࢪすもので、下層遺構にう遺物がࠞ

ೖしたものと考えられる。

3̨̠��（第133ਤ710～713）　710は土師器ഋである。શ体にঢ়をఄするが、ޱԑ෦は内

。ຯの面をもち、෦はややઑりながらؙくೲめる。形ଶతには在地系のものであΖうؾ

711・712は須恵器ഋ̝֖である。෦はどちらもϔϥΩリ後φσをࢪす。713は須恵器ഋ̝である。

ఈ෦外面はϔϥΩリ後φでをࢪす。710の時期はෆ໌であるが、711～713から飛鳥ᶗないし飛鳥

ᶘに૬しよう。

3̨̠��（第133ਤ714～724）　714は土師器ഋ̘である。内面に１ஈ์ࣹঢ়҉文をࢪす。外

面上にԣํ向のϛΨΩをࢪす。外面下～ఈ෦にか͚てはέズリをࢪす。器形తな特から

宮都系の土器と考えられる。ܘ高ࢦが31であることや、ਫ਼៛な์ࣹঢ়҉文などから飛鳥ᶘ前後

に૬しよう。715～717はͦれͧれ器形がҟなる土師器ᙈである。715は୯७ʮくʯࣈঢ়のޱԑ

෦をఄする。ᰍ෦の器ްはബいが、ޱԑ෦ͦのもの器ްはややްくなり、ޱԑ෦をؙくೲめる。

716は上ड़の井戸̨̚112から出土した中ܕのᙈ（699～702）とほ΅ಉ形ಉ大で、調もڞ通する。

717はޱԑ෦が୯७ʮくʯࣈঢ়で、わずかに外ؾຯとなり、ࣼめ上ํにまっすぐԆͼる。෦

はやや面をͭ࣋。

718～720は須恵器ഋ̝֖である。10ܘޱDm前後で、෦はϔϥΩリ後ෆ調もしくはφσで

ある。飛鳥ᶗの新ஈ֊に૬する。721～723は須恵器ഋ̝である。11～̕ܘޱDmで、ఈ෦外面

はϔϥΩリ後ෆ調もしくはφσであることから飛鳥ᶗに૬しよう。724は須恵器ഋ̜である。

ఈ෦がؙみをもͭようにճసϔϥέズリで上͛られており、ഋ̜でも古૬の特がݟられるも

のである。これも飛鳥ᶗに૬しよう。

33̨̠�（第134ਤ725～734）　725は土師器ുである。ޱԑ෦にϤコφσをࢪす。外面上

෦はϋέ、下෦はέズリをࢪす。また、内面にϋέをີにࢪす。調のありํは697～703・

716などの中ܕᙈにྨࣅする。726は土師器高ഋ٭෦である。٭柱෦はຎ໓のためෆ໌ྎであるが、

面औりをࢪすようである。727～729は土師器ࠋである。߹しないが、ಉ一ݸ体のՄ能性もある
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第133ਤ　出土遺物࣮測ਤ59　土器（1/4）
710～713：̖地区̨̠352　714～724：̖地区̨̠354　725～734：̖地区̨̠335
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ことからまとめて報告する。ޱԑ෦にϤコφσをࢪし、体෦の内外面にはϋέをࢪす、体෦外面

の中Ґにはྠのようなಥଳを८らし、手をషり͚る。内面にはϢϏΦαΤも認められるఈ

෦外面はॎํ向にέズリをࢪす。ఈ෦ۙに３ܘmmఔの小穿孔が認められる。ଘঢ়گが

ԑ෦内外面はޱ。ԑ෦であるޱの༗ແは֬認できなかった。730は土師器ುのࢅ、られるためݶ

ϋέをࢪした後にφσをࢪす。

731・732は須恵器ഋ̝֖、733・734は須恵器ഋ̝である。྆者の調はڞ通するが多く、

෦またはఈ෦はϔϥΩリ後ະ調もしくはφσで、ܘޱが10Dm前後のものとなる。このような

特はߘ
ㅭ㉅71ㅮ

でもࢦఠしたように山城地域にお͚るഋ̝のऴᖼஈ֊にたると考える。飛鳥ᶘに૬

しよう。

�3̨̠�（第134ਤ735・736）　735は土師器ುである。ޱԑ෦はϤコφσをࢪす、体෦内外

面はϋέをࢪし、ఈ෦はέズリをࢪす。736は須恵器ഋ)である。ܘޱは10Dmをগしえるఔ

である。飛鳥ᶗ新૬ないし飛鳥ᶘに૬しよう。

1�7̨̠（第134ਤ737～747）　737は土師器ഋ̖である。内面に̎ஈ์ࣹ҉文をࢪす。外面

上にԣํ向のϛΨΩをࢪし、外面下～ఈ෦にか͚てはέズリをࢪす。器形తな特から

714とಉじく宮都系の土器と考えられる。ܘ高ࢦが35であることやਫ਼៛な์ࣹঢ়҉文などから

飛鳥ᶙ前後に૬しよう。738・739は土師器̖ࡼである。ޱԑ෦は内する。738は内面に１

ஈ์ࣹঢ়҉文をࢪすが、739はࢪさない。738はఈ෦外面にφσをࢪして上͛ている。ࡼの出ݱ

時期を考ྀするとこれらは飛鳥ᶙないしᶚに૬しよう。740は土師器ᙈである。体෦外面はϋέ、

体෦下からఈ෦にか͚てはέズリ、内面はϋέで上͛られており、これまで報告している

697～703などとಉじ特を༗する。

741は須恵器ഋ̝֖である。ܘޱは10Dm前後で෦はϔϥΩリ後ະ調である。742は須恵器

ഋ̜֖である。ͭまみをܽଛするが、෦にはճసϔϥέズリをࢪす。743・744は須恵器ഋ̜

である。745は須恵器ഋ̖である。746は須恵器ᆵのఈ෦と考えられる。747は須恵器ࡼないしഋ

である。શ体にް手のݸ体である。須恵器の時期は、ഋ̝やഋ̜をݟると、ͦれͧれの器種で࠷

も࠷小化したஈ֊のものと考えられ、飛鳥ᶘに૬しよう。ただし、ഋ̖やࡼの出ݱはもうগし

新しい飛鳥ᶙないしᶚに૬すると考えられる。

ப݀܈（第134ਤ748～768）　ここではਤ示した各柱穴出土遺物にͭいてઆ໌する。遺物の出土

した柱穴は؍දをࢀরされたい。748は土師器ࡼである。ޱԑ෦をؙくೲめ、ややް手のͭ

くりである。在地系であΖう。749・750は須恵器ഋ̝֖である。751は須恵器ഋ̝で、ड෦ۙ

の小ഁยである。752は須恵器ഋ̗֖のͭまみである。753は土師器ࡼであるが小ܕ品である。後

世のࠞೖ品のՄ能性も൱ఆできない。754は須恵器ഋ̝で、751とಉじくड෦ۙの小ഁยである。

755は須恵器長ᰍᆵの体෦࠷大ܘۙの小ഁยである。࠷大ܘۙにઢを１ࢪし、ͦの上෦

にಥ文をࢪす。756は須恵器ഋ̗である。ޱԑ෦がわずかに外する。757は須恵器ഋ̜֖であ

る。ͭまみをܽଛする。758は須恵器ഋ̝֖である、759は須恵器ഋ̖またはഋ̗のޱԑ෦のഁย

である。760は土師器ࠋの手である。761は須恵器ഋ̝である。ޱԑ෦をܽଛする。762は
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第134ਤ　出土遺物࣮測ਤ60　土器（1/4）
735・736：̖地区̨̠239　737～747：̖地区̨̠197　748～768：柱穴群



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-ù÷ø-

須恵器ഋ̝֖と考えるが、ഋのޱԑ෦のՄ能性もある。763は土師器ഋ̖である。内面に１ஈ

ࣼ์ࣹঢ়҉文をࢪす。764は須恵器ഋ̝֖と考えられるが、ややፏ平であることからଞの器種の

Մ能性もある。765・766は須恵器ഋ̜֖である。765はͭまみを含Ή෦をܽଛするが、766はお

おΉねશ༰をることができる。767は須恵器ഋ̝の小ഁยである。768は土師器高ഋの٭෦であ

る、外面には面औりのࠟが໌ྎに認められる。

Ҏ上の土器群は、ઌに報告した土坑出土ࢿྉ、あるいは後ड़する遺物แ含層出土ࢿྉとほ΅ಉ

時期のものである。ݸ々の遺物の時期ൺఆは行わないが、おおΉね飛鳥時代を通じて、一෦はಸ

ྑ時代のॳめࠒまでの時間幅に収まるもので、遺構の項でも報告したように、このݶられた時間

のなかで柱穴の掘削が܁りฦされたと考えられる。

౦෦遺แؚ（第135～138ਤ769～862）　̖地区の調査では、遺構にわない土器が大ྔに出

土した。これらの遺物は、島畑の下層に遺ଘしていた、遺物แ含層もしくは地層と理ղしてい

るが、この層Ґの形成にͭいてはेに໌らかにできなかった。なお、東෦遺物แ含層としたも

のは島畑31の下層で֬認したものである。

769～779は土師器ഋ̘もしくはͦれにྨࣅする器形のものである。基ຊతには法ྔによる区

がՄ能である。原ଇとして内面に１ஈࣼ์ࣹঢ়҉文をࢪす。ޱԑ෦は෦をؙくೲめるか、内ํ

にࣼする面を༗するものが多い。外面の調は、下にέズリをࢪすものやφσをࢪすものが

ある。778はޱԑ෦下からఈまでέズリをࢪすようである。780～783は土師器ഋ̖もしくはͦ

れにྨࣅする器形のものである。法ྔతには小ܕのもののみ֬認した。ޱԑ෦はわずかにංް

し、ޱԑ෦が外ؾຯないし外するものである。784～787は土師器である。小ܕの784・785

はޱԑ෦内面にઢをࢪす。また、784の外面はφσで上͛るが、785は外面下にέズリをࢪ

す。大ܕの786・787は、内外面ともφσで上͛ており、786の外面には೪土߹ࠟがる。788

はഋ̗のఈ෦である。高さ１Dmఔの高をషり͚る。789は土師器高ഋの٭෦である。٭柱

෦外面に面औりをࢪす。790は土師器ᆵあるいはࠋとਪఆされる。ཱؾຯの体෦に、大きく外

ํに۶ۂするޱԑ෦を༗する。791は土師器の手で、ࠋまたはುに͚られていたものであΖう。

792は土師器ࠋのఈのࢅである。各面をέズリで上͛ている。793～795は土師器ುであるが大

きく̎形ଶある。793・794はޱԑ෦が大きく外ํにԆͼる形ଶのものである。一ํ、795はޱԑ

෦がほ΅上ํにཱち上がるもので、ยޱである。また、手を༗する。体෦下にέズリをࢪす

で、後ड़する799やઌड़の井戸̨̚112出土の696～703などのᙈの特にۙい。796～804は土師

器ᙈである。いずれもޱԑ෦が୯७ʮくʯࣈঢ়をఄするものである。796・800はޱԑ෦ۙの

内外面にややڧめのϤコφσをࢪす。ᰍ෦は؇やかに外する。797～799は体෦中Ґよりも下෦

が࠷大ܘとなる器形をఄすると考えられる。797・798はෆ໌であるが、799は体෦下からఈ෦

にか͚てέズリをࢪす。801～804はᰍ෦がڧくʮくʯࣈঢ়に۶ۂするもので、801はޱԑ෦は

わずかにؙみを804～802。ͭ࣋はޱԑ෦が内ないしわずかにԜΉ形ঢ়となる。また、ᰍ෦に

はڧめのϤコφσをࢪす。

805～820は須恵器ഋ̝֖である。12ܘޱDm前後ものから9.3Dm前後のものまで֬認できる。し
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第135ਤ　出土遺物࣮測ਤ61　土器（1/4）
769～795：̖地区東෦遺物แ含層１
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第136ਤ　出土遺物࣮測ਤ62　土器（1/4）
796～804：̖地区東෦遺物แ含層̎

かし、෦にճసϔϥέズリをࢪすものはみられず、֬認できるものはϔϥΩリ後φσもしくは

ෆ調である。これらのࢿྉは飛鳥ᶗの古૬から飛鳥ᶘにか͚て૬しよう。821～833は須恵器

ഋ̝である。12.5ܘޱDm前後から10.5Dm前後のものがあり、おおΉね上記ഋ̝֖とରԠしている。

ഋ̝֖とಉ༷に、ճసϔϥέズリをࢪすものはみられず、֬認できるものはϔϥΩリ後φσもし

くはෆ調である。ޱԑ෦のཱち上がりもड෦上よりも大きくಥ出しない。834～836は須恵器

ഋ̜֖である。形品がないためશ༰はෆ໌であるが、ܘޱが8.5～11.8Dmとやや幅がある。

෦の調はෆ໌であるが、ճసϔϥέズリがࢪされているՄ能性がある。837～839は須恵器ഋ̜

である。ܘޱが9.5～10.４Dmである。ఈ෦外面はϔϥΩリ後φでもしくはෆ調である。840は

須恵器ഋ̖で、ややް手の製品である。841・842は須恵器ഋであるが高を༗するかどうかはෆ

໌である。842はޱԑ෦内面をややڧくなでて、わずかにԜんでいる。843は須恵器ഋ̗֖である。

内面にかえりは認められない。844～847は須恵器ഋ̗である。847はおおΉねશ༰がかるが、

ほかはఈ෦のഁยである。高の断面形ঢ়は、内面が地するものや外面が地するものがあり、

ஸೡに࡞られている。848は須恵器もしくはྏである。中Ґよりもやや下෦にྏを࣋ち、ޱ

ԑ෦がほ΅ࣼめ上ํにまっすぐԆͼる。843～848は器形からみると、ಸྑ時代前のものを含Ή

Մ能性がある。なお、ഋྨは出土ྔのからみると、ഋ̝、ഋ̝֖のࢿྉがѹతに多く、ഋ̜、

ഋ̜֖、ഋ̖、ഋ̗、ഋ#֖はいずれもগྔであり、ഋ̝にԕくおよばない。したがって、"

地区に形成された遺物แ含層の主体తな時期は飛鳥時代と考えてྑいだΖう。849は須恵器ᆵで
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第137ਤ　出土遺物࣮測ਤ63　土器（1/4）
805～848：̖地区東෦遺物แ含層３
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第138ਤ　出土遺物࣮測ਤ64　土器（1/4）
849～862：̖地区東෦遺物แ含層４

ある。ޱԑ෦がほ΅ਨにཱち上がる。850は須恵器長ᰍᆵの体෦࠷大ܘۙのഁยとࢥわれる。

す。851は須恵器ᆵのఈࢪಥ文を具によるし、ͦの下にϔϥঢ়ࢪۙにઢを̎ܘ大࠷

෦とࢥわれる。高さ1.5Dmほどの高の内面が地する。852は高ഋ٭෦である。古墳時代後期

に通༗の長٭ೋஈスΧシの٭෦であり、̗地区の̨̙22の上෦で֬認した43層を中৺に出土して

いる須恵器ഋやഋ֖とڞするものであΖう。853は須恵器ఏළのޱԑ෦、854は須恵器ఏළの

体෦の一෦である。྆者がಉ一ݸ体かどうか判断できないが、これらも̗地区̨̙22上෦の43層

出土の須恵器ഋやഋ֖とڞするものであΖう。855は須恵器ᙈもしくはԣළのޱԑ෦のഁย

である。体෦の外面にタタΩࠟが、内面にて具ࠟがͦれͧれみられる。856は須恵器長ᰍᆵの

の須恵器平ළでܕຯとなる。857は小ؾする面をなし、ややංްԑ෦は内ޱ。ԑ෦であるޱ

ある。ޱԑ෦をܽଛするが、体෦上面にϘタンঢ়の೪土ཻが１ݸషり͚られる。ఈ෦外面には

ճసϔϥέズリをࢪす。858は須恵器ു̖である。いわΏるమു形のുとਪఆされる。ޱԑ෦

は内する面を༗する。859～862は須恵器ᙈまたはᆵのޱԑ෦と考えられる。859のみޱԑ෦の

形ঢ়がҟなる。

෦遺แؚ（第139ਤ863～868）　島畑32の下層で֬認した遺物แ含層である。863は土師器
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第139ਤ　出土遺物࣮測ਤ65　土器	1/4

863～868：̖地区西෦遺物แ含層

ഋ̘である。内面に１ஈࣼ์ঢ়ࣹ҉文をࢪす。外面はޱԑ෦の上෦にϛΨΩを、下෦からఈ෦に

か͚てέズリをͦれͧれࢪす。これも宮都系の土器とਪఆされる。864は土師器ࡼである。内面

に҉文は֬認できない。865は土師器ᙈである。ޱԑ෦が୯७ʮくʯࣈঢ়をఄするもので、体

෦中Ґよりもやや下が࠷大ܘとなる器形をఄすると考えられる。 

866は須恵器ഋ̝֖である。10.4ܘޱDmで、෦の調はϔϥΩリ後φσである。外面にࣗવ

ᬵがணする。867は須恵器ഋ̜である。9.0ܘޱDmで、ఈ෦の調はϔϥΩリ後φσである。や

やബ手のͭくりである。868は須恵器ᙈのޱԑ෦とਪఆされる。866・867の特から飛鳥ᶘに૬

しよう。

ʢ̎ʣ̗ ۠ग़ث

17̨̠（第140～143ਤ869～918）　869は土師器ഋ̖、870は土師器ഋ̘、871は土師器ഋで、

いずれも内面に̎ஈࣼ์ࣹঢ়҉文をࢪす。869はఈ෦にέズリをࢪすが、870・871はφσをࢪす

ようである。871は中Ґۙでޱԑ෦が大きく։くような器形となる。ഋ̖にྨࣅするが、ޱԑ

෦の形ঢ়がҟなる。869・870は宮都系の土器であるՄ能性が高い。872は土師器ഋ̖である。

小ܕ品で内面にࣼ์ࣹঢ়҉文をࢪすが、１ஈなのか̎ஈなのか、ෆ໌である。ఈ෦外面はφσや

ϢϏΦαΤで上͛る。873～875は土師器ഋ̘である。いずれも内ؾຯのޱԑ෦を༗する。

内面に１ஈࣼ์ࣹ҉文をࢪす。876～878はޱԑ෦をؙくೲめる土器でおおΉね平ఈにۙい形ଶ

である。10はややਂ手である。879は土師器ࡼである。෦にはഋ̖の特がみられるが、શൠ

にް手の土器で、内面に҉文をࢪさないことから在地系の土器であΖう。880も土師器ࡼである。

879とはޱԑ෦の形ঢ়や器ްなどがҟなるものの、内面に҉文をࢪさないことから、ಉじく在地

系の土器であΖう。881～885は土師器ᙈである。いすれもޱԑ෦が୯७ʮくʯࣈঢ়をఄする。

882・883は体෦下が࠷大ܘとなる器形をఄする。882は体෦下からఈ෦にか͚てはέズリを

、す。883は体෦下Ҏ下をܽଛするため、調はෆ໌である。884は体෦下Ҏ下をܽଛするがࢪ

体෦は長形をఄするՄ能性がある。885はଞのݸ体にくらޱԑ෦がやや長く、かͭ大きく外

するのが特である。886は土師器ࠋのఈ෦である。ࢅの一෦が遺ଘし、̎孔を穿ͭタΠϓと

考えられる。
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第140ਤ　出土遺物࣮測ਤ66　土器（1/4）
869～886：̗地区̨̠17

887～892は須恵器ഋ̝֖である。11ܘޱDm前後から10Dm前後までのものが֬認できる。෦

にճసϔϥέズリをࢪすものはみられず、֬認できるものはいずれもϔϥΩリ後φσもしくはෆ

調である。893～898は須恵器ഋ̝である。このうちܘޱが14Dm前後の893～895は、古墳時代

後期のものであΖう。893・895はఈ෦にճసϔϥέズリが֬認できる。一ํ、896～898はܘޱ

10Dm前後のもので、おおΉね上記ഋ̝֖とରԠしている。897はճసϔϥέズリ調をࢪすもの

の、896・898はϔϥΩリ後φσもしくはෆ調である。ޱԑ෦のཱち上がりも893～895にくら

るとくなっている。899・900は須恵器ഋ̜֖である。ܘޱが9.5～10Dmである。901～905は須
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第141ਤ　出土遺物࣮測ਤ67　土器（1/4）
887～918：̗地区̨̠17

恵器ഋ̜である。ܘޱは8.0Dm前後から9.0Dm前後までの幅がある。ఈ෦外面にճసϔϥέズリ

をࢪすものと、ϔϥΩリ後φσもしくはෆ調というものがある。ここで報告したഋ̝・ಉ֖、

ഋ̜・ಉ֖は、いずれも飛鳥ᶗ新૬ないし飛鳥ᶙに૬しよう。906は須恵器ഋ̜またはഋ̖で

あΖう。11.0ܘޱDm、器高4.0Dmと、901～905にくら一ճり大きい。907は須恵器高ഋഋ෦と

ਪఆされる。外面に̎のઢをࢪす。908～910は須恵器ഋ̗֖である。908・909はޱԑ෦内面

にかえりを༗する。また、෦にճసϔϥέズリをࢪす。910はޱԑ෦内面にかえりを༗さない。

また、෦にճసϔϥέズリをࢪす。911・912は須恵器ഋであるが、高の༗ແは֬認できない。

これらのࢿྉは時期తには̓世ل第４࢛期を中৺とした時期にҐஔづ͚られ、̔世ل代にはࢸ

らないՄ能性が高い。913はᆵの高とਪఆされる。器形はෆ໌である。914は長ᰍᆵのᰍ෦
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第142ਤ　出土遺物࣮測ਤ68　土器（1/4）
919～928：̗地区̨̙16　929～931：̨̠19

とਪఆされる。外面にઢを３ࢪす。915はԁ面ݛの٭෦のഁยである。ํ形のスΧシがෳ

֬認できる。916はやや大ܕ品であるが、高ഋ֖、もしくはᙈの֖のՄ能性がある。ޱԑ

෦はࣼする面をͭ࣋。෦にͭまみを༗するՄ能性が高い。後ड़する43層出土の須恵器ഋ・

ഋ֖とڞするものであΖう。917・918は須恵器ᙈまたはᆵのޱԑ෦である。48は小ܕ品、49は

中ܕ品で、体෦のഁยも出土しているが、શ༰はෆ໌である。

ԑ෦に、෦ޱຯにཱち上がるؾ919はുとਪఆされる。内　（第142ਤ919～928）�1̨̙ߔ

がわずかに内する面をなす。内外面ともϋέをࢪす。920は須恵器ഋ̝である。後ड़する921～

927よりも古૬のものであることからࠞೖのՄ能性もある。ܘޱが15Dmほどにୡすることから古

墳時代後期後のものとਪఆされる。921・922は須恵器ഋ̜もしくはഋ̖である。923～925は須

恵器ഋ̗֖である。いずれもほ΅ಉ一法ྔのࢿྉで、内面にかえりを༗し、෦にճసϔϥέズ

リをࢪす。926・927は須恵器ഋ̗である。926はやや౿んுりؾຯの高に؇やかに外ؾຯと

なるޱԑ෦を༗する。927はやや高めで、౿んுりؾຯの高に、ఈ෦からޱԑ෦のཱち上が

りがؙみをͭ࣋器形である。古૬のഋ̗の特にۙい。928は須恵器ᙈのޱԑ෦で、ޱԑ෦をං

ްさせて文༷ଳを࡞り、ͦこにઢを３ࢪす。

1̨̠�（第142ਤ929～931）　929・930は須恵器ഋである。上ड़の920よりも器高が高く、

式にซ行するもܕ古くҐஔづ͚られ、̩̠43ׯԑ෦のཱち上がりもӶい。ただ、時期తにはएޱ
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第143ਤ　出土遺物࣮測ਤ69　土器（1/4）
932～961：̗地区遺物แ含層（43層）



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-ùøø-

のであΖう。931は٭や高を༗さない長ᰍᆵの体෦下と考えられる。体෦中Ґにઢを̎

ࢪす。ఈ෦外面にはέズリ調をࢪすが、ൣғはややڱい。

遺แؚ（第143～144ਤ932～981）　̗地区の遺物แ含層出土遺物にͭいては、ݱ地調査時に

できるだ͚出土層Ґを記録するようにめた。Ҏ下の記ड़での層番号は第18ਤにରԠしている。

932～961は43層出土の土器群である。出土土器の֓要から古墳時代後期から飛鳥時代ࠒのଯ

積層とਪఆされる。932・933は土師器ഋまたはࡼである。932は内面に１ஈࣼ์ࣹঢ়҉文がࢪさ

れるが、ޱԑ෦の形ଶから宮都系とは断ఆしにくい。933は内外面ともφσで上͛られており、

在地系の土器であΖう。934～937は土師器ᙈのޱԑ෦である。934はޱԑ෦があまり։かずઢ

తに上ํԆͼる。935はޱԑ෦が؇やかに内ؾຯにԆͼ、ޱԑ෦に面を936。ͭ࣋のޱԑ෦

も935とほ΅ಉ༷の形ଶをఄするが、ޱԑ෦の面がわずかにԜΉ。937はޱԑ෦がほ΅ઢతに

ࣼめ上ํにԆͼ、ޱԑ෦に面をもͭ。෦の面はわずかに上下に֦ுされている。なお、937

は長のᙈとਪఆされる。938は土師器ುである。ޱԑ෦はؙくೲめられている。939～941は

土ਲ਼である。

942・943は須恵器ഋ֖である。どちらも෦にճసϔϥέズリをࢪすが、法ྔがҟなることか

ら、942は古墳時代後期後、943は古墳時代後期ࠒのものとਪఆされる。944は古墳時代中期

の須恵器ഋである。45層出土の第79ਤ106～108とಉܕ式であΖう。下層のものがࠞೖしたので

あΖう。945～953は須恵器ഋもしくはഋ̝である。14ܘޱDm前後から10Dm前後のものがある。

945～950はఈ෦にճసϔϥέズリ調をࢪし、951～953はఈ෦がϔϥΩリ後ෆ調である。

952・953はややް手のݸ体である。953のఈ෦にはϔϥ記号とࢥわれるઢࠁが認められる。954は

須恵器ഋ̗֖である。ޱԑ෦内面にかえりを༗する。෦にはճసϔϥέズリをࢪす。955も須

恵器ഋ̗֖とਪఆされるが、ޱԑ෦内面にかえりは༗さない。෦はほ΅ፏ平となり、ճసϔϥ

έズリをࢪす。956は須恵器ഋ̗である。ޱԑ෦はやや外する。954とಉ時期のものであΖう。

957はᆵあるいはఏළなどのޱԑ෦とਪఆされる。中Ґۙにઢを̎ࢪす。958はఏළあるい

は平ළのޱԑ෦とਪఆされる。中Ґۙにઢを１ࢪす。959は須恵器高ഋ٭෦のഁยである。

長٭ೋஈスΧシの٭෦の上ஈとਪఆされ、下෦にઢが認められる。また、内面にシϘリࠟ跡が

認められる。上ड़ഋの945～953とಉ時期のものであΖう。960は須恵器ു̛である。いわΏる

࿅りുであΖう。ҙਤతかどうかはෆ໌であるが、ఈ෦外面にϔϥঢ়具によるࠟがࢪされる。

961は小ܕの須恵器ᆵのޱԑ෦である。

962～964は42層出土の土器群である。出土土器の֓要から飛鳥時代前のଯ積層とਪఆされる。

962は須恵器ഋ̝である。ややް手のݸ体で、ఈ෦外面はϔϥΩリ後ෆ調である。963は須恵器

ᙈである。体෦外面にはタタΩの後ΧΩϝをࢪす。内面にはて具ࠟが໌ྎにる。964は須恵

器ԣළである。外ํにくのͼるޱԑ෦で、෦ۙを上下にやや֦ுしている。

965・966は40層出土の土器群である。出土土器の֓要から飛鳥時代後～ಸྑ時代のଯ積層と

ਪఆされる。965は須恵器ྏとਪఆされる。内ؾຯにཱち上がったのち、中Ґۙにྏを形

成してޱԑ෦が外するものである。ྏの上෦にઢを̎ࢪす。966は須恵器̙ࡼである。平
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第144ਤ　出土遺物࣮測ਤ70　土器（1/4）
962～974：̗地区遺物แ含層（42～35層）　975～981：̗地区遺物แ含層（ͦのଞ）
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ఈのఈ෦からޱԑ෦がࣼめ上ํにまっすぐのͼ、ޱԑ෦は水平な面をなす。

967・968は36層出土の土器群である。出土土器の֓要からಸྑ時代Ҏ߱のଯ積層とਪఆされる。

967は須恵器ഋ̗のఈ෦である。高は断面ํ形である。968は須恵器ുである。ઢతなޱԑ෦

に෦が上ํにཱち上がる。

969～971は35層出土の土器群である。出土土器の֓要からಸྑ時代Ҏ߱のଯ積層とਪఆされる。

969は須恵器ഋである。古墳時代後期のもので、43層などの下層遺物がࠞೖしたものであΖう。

970は須恵器ഋ̝֖である。飛鳥時代前のもので、969とಉ༷、43層などの下層遺物がࠞೖした

ものであΖう。976は須恵器ഋ̖である。平ఈに、ࣼめ上ํにઢతにԆͼるޱԑ෦からなる。

971は須恵器ᆵである。ޱԑ෦がく外上ํにԆͼ、ޱԑ෦をؙくೲめる。体෦は下෦をܽ

ଛするが、上෦に࠷大ܘがある。調は基ຊతにճసφσである。あまりྨྫをみない器形であ

る。972は須恵器ഋ̗のఈ෦である。973はփᬵಃ器のఈ෦である。高の෦ۙがංްؾຯ

となる。

975は上層の溝ঢ়遺構̨̙02から出土した須恵器ᆵのఈ෦である。やや長めの高をもち、内

面が地する。外෦ଆはやや外ํͻねり出す。ఈ෦外面はճసϔϥέズリのちφσをࢪす。

974・977・978はਫ਼査中の出土である。974は土師器ഋ̘とਪఆされる。ޱԑ෦がやや外ؾຯ

である。内面に１ஈࣼ์ࣹঢ়҉文をࢪす。977はԁ孔は֬認できないが、須恵器￤のᰍ෦から体

෦にか͚てのഁยとਪఆされる。体෦࠷大ܘۙより下はճసϔϥέズリをࢪす。978は須恵

器ᙈである。ޱԑ෦は外上ํにԆͼたのち、広෦外面ଆがංްするものである。෦内面もや

やංްしながらؙくೲめる。体෦外面はタタΩをࢪしたのち、ํ෦の࠷上෦にΧΩϝをࢪす。内

面にはて具ࠟがみられる。

979は島畑34の断ちׂりで出土した須恵器ᙈである。ޱԑ෦のみのഁยであるが、ޱԑ෦

ۙの内面にڧいճసφσをࢪして、内上ํに向かってޱԑ෦をͭまみ出す。ޱԑ෦外面にか

具によるಥ文をࢪす。

980・981は出土地ෆ໌のものである。980は須恵器ഋ̝である。ް手のݸ体で、ఈ෦外面に

ૈいճసϔϥέズリをࢪす。法ྔから古墳時代ないし飛鳥時代ॳめのものであΖう。981はؙ

上͛、Ԝ面にはࠟ跡ଘする。ತ面はφσでのഁยである。面औりされたଆԑの一෦がנ

がる。

ʢ̏ʣ

ここでは̖地区の井戸̨̚112の井戸を構成していた෦ٴࡐͼ̨̚112から出土した木製品

にͭいて報告する。

Ҫށࡐ（第145～147ਤ982～994・997～999、第148ਤ1001、第149ਤ1006・1007）　982～985は、

井戸のॎ൘に再利用された൶൘である。985はܽଛしているものの、いずれも൶の࣠を֬認す

ることができる。いずれも上෦ଆが২によって失われているため、ຊ来の長さはෆ໌である。

また、983～985ではएׯの২がݟられるものの、൶ࡐとしての幅がほ΅֬認できる（43.5～

56Dm）。࣠は̑ܘDm前後で982・984はઌがؙみをଳͼている。これにରして983の࣠はํ形
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第145ਤ　出土遺物࣮測ਤ71　木製品（1/10）
982～985：̖地区̨̚112
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第146ਤ　出土遺物࣮測ਤ72　木製品（1/10）
986～993：̖地区̨̚112

にۙい形ঢ়である。ްさは遺ଘঢ়ଶのྑな985で約６Dmである。994・1006・1007もॎ൘とし

てるようされていたものである。994は形ঢ়やްさなどから982～985とಉじく൶൘のస用ࡐのՄ

能性がある。一ํ、1006・1007は上下ともܽଛし、෦の形ঢ়がෆ໌であるが、幅が൶൘より

もڱいことから、൘ࡐをస用したՄ能性が考えられる。

986～992は井戸の基෦を構成していた෦ࡐのうち、ؙ太ࡐをਤ示している。986は一෦をܽ

ଛするものの、྆に幅̕Dm、ਂさ３DmのႡりࠐみが認められる。これは上෦に来るؙ太ࡐを

井ܻঢ়にΉためのႡりࠐみで、987や988にもಉ༷のႡりࠐみないしりऔった෦が認められ
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第147ਤ　出土遺物࣮測ਤ73　木製品（1/10）
994～1000：̖地区̨̚112

る。一ํ、これらにࡌるؙ太ࡐにはႡりࠐみが認められない。Ⴁりࠐみのあるものとないものを

。にஔして基෦を構成してるޓަ

993・997～999・1001は井戸の基෦のうち、࠷下෦を構成していた෦ࡐである。993はやや大

であࡐである。982～985などҟなり、ബい൘ࡐっていた。997～999は、൘で樹ൽがࡐのؙ太ܕ

る。999は下をࣼめに断している。998もਤ示した下ଆはׂれではなく加ࠟが認められる。
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第148ਤ　出土遺物࣮測ਤ74　木製品（1/10）
1001～1004：̖地区̨̚112

1001は断面がʮ̡ʯࣈ形となるややް手の෦ࡐで、くཱち上がる෦に長ํ形の穴が։͚られ

ている。また、水平の෦にも̑ܘDmఔのԁ形の穴が։͚られている。また、ܽଛ෦にも

ほ΅ಉ༷の長ํ形とԁ形の穴が։͚られていることがわかる。ԁ形の穴の৺৺間のڑは65Dm

である。ԁ形の穴は࣠をड͚る穴、くཱち上がる෦は൶たりと考えられることからऽ์し

と考えられる。これも、建ங෦ࡐのస用である。

ͦのଞの木製品（第147ਤ995・996・1000、第148～149ਤ1002～1005・1008・1009）　井戸内

からは൘ࡐが多出土した。995や996、1002・1005などはやや大ܕの൘ࡐであることから、井戸

を構成するॎ൘として利用されていたものが、井戸内にస落したものかもしれない。1000や

1003は断面形がʮ̡ʯࣈ形をఄするなど、建ங෦ࡐのՄ能性もあるが、ৄࡉはෆ໌である。1004
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第149ਤ　出土遺物࣮測ਤ75　木製品（1/6）
1005～1009：̖地区̨̚112
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も上をࣼめに断するなど、加ࠟが認められる。

1008はܽଛするものの、面औりをして࢛֯く加した木ࡐである。ৄࡉはෆ໌であるが、建ங

෦ࡐの一種であΖうか。1009は͛ۂ物のఈ൘である。ఈ൘のりの෦やଆ൘は֬認できなか

ったので、ഁଛしたఈ൘のみをغしたものとࢥわれる。

なお、২が進んでいたことなどからすての෦ࡐをਤ示できていない。

（筒井崇史）
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新名ਆ高道路備事ۀの城陽+$T・*$の建設にう下水主遺跡・水主ਆ社東遺跡の発掘調査

は、平成23年にண手し、平成27年にݱ地での調査をऴྃした。ͦの後、理ۀ࡞をܧଓして

行をもってಉץ行してきたとこΖである。平成29年に̎冊の報告書のץしॱ次報告書をࢪ࣮

+$T・*$の建設にう埋蔵文化財の発掘調査事ۀはすてྃする。

ຊ書は、城陽+$T・*$の建設にう下水主遺跡・水主ਆ社東遺跡の発掘調査の報告書としては

３冊にたる。ຊ報告書では、調査ର地の南෦にҐஔする̖～̘地区で検出された弥生時

代中期や古墳時代前期ならͼに飛鳥時代の遺構と遺物をରにした。̖～̘地区は、下水主遺跡・

水主ਆ社東遺跡の発掘調査શ体からみると、ܾして広ൣғの調査を࣮ࢪしたわ͚ではないが、大

ྔの遺構・遺物が出土したでされる。ここでは̖～̘地区において検出した遺構・遺物に

ͭいての成Ռを中৺にまとめるとともに、ରとなった̎遺跡の時期別มભにͭいてもまとめて

おきたい。なお、時期別มભにͭいては、城陽+$T・*$の発掘調査とฒ行して࣮ࢪされたࠃ道24

号に関するվྑ事ۀにう発掘調査の成Ռ
ㅭ㉅72ㅮ

も含めてٴݴしたい。

なお、新名ਆ高道路備事ۀにう下水主遺跡・水主ਆ社東遺跡の発掘調査は今後ຊઢ෦

をରとした調査にҠ行する༧ఆである。

Ҏ下、今ճの城陽+$T・*$建設にう̖～̘地区の調査を中৺に、主要遺構とͦの性֨にͭい

てड़る。

̍ʣԼਫओ遺跡第̐ɾ̒࣍調査ͷओཁ遺ߏͱͦͷධՁ

ʢ̍ʣඈௗ࣌

今ճの調査では、̖～̘地区のશ域で、中世の島畑を検出したほか、弥生時代から飛鳥時代に

か͚ての多くの遺構を検出した。ͦの主要な遺構として、まず上層から、̖地区で検出した飛鳥

時代の多の柱穴群と、ಉ時期の井戸をあ͛ることができる。飛鳥時代の柱穴群は、規模の大き

なํ形のものを含み、柱穴ྻを෮ݩできるものの、掘ཱ柱建物としては෮ݩにはࢸらなかった。

また、井戸はॎ൘ԣࢅ
	㉅73ㅮ

のਫ਼なͭくりの井戸である。これら検出した遺構群から、一ଳに飛鳥

時代の集落が広がっていたՄ能性が高いとࢥわれる。柱穴から出土する遺物は、おおよͦ飛鳥ᶗ・

ᶘにซ行する̓世ل前～中ࠒの須恵器を中৺とする。柱穴はॏෳが著しく、一෦は地層の上

層と下層で検出されるなど、今ճ検出した遺構群は、期間のうちにԿも掘削されたとਪఆさ

れる。また、ಉ時期には、ྡする̗地区では、後ड़する̨̙22上層のۼ地を大規模に埋めཱて

て、地していることも໌らかになった。̖地区で検出した飛鳥時代の遺構群は、ॅډにదさな

いՏ川प辺の地෦を大規模に։発して形成されたものであり、これらの遺構群は木津川のՏ川

ަ通に関࿈する遺構群のՄ能性が考えられよう。

ʢ̎ʣݹ࣌

古墳時代の遺構としては、̗地区北෦で、弥生時代のྲྀ路̨̙22とほ΅ಉじҐஔで古墳時代ॳ

಄～前期前༿の幅10ｍҎ上の規模をもͭとਪఆされる溝̨̙22を検出した。̨̙22は、古墳時代

中期にも再掘削され、断ઈ期間を含みながらも、集落の基װ水路としてのׂをՌたした大溝と
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第150ਤ　下水主遺跡̖～̘地区主要遺構มભਤ（弥生時代～中世）（1/1000）
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みられる。古墳時代前期の遺構としては、溝̨̙22に加えて、̖地区では古墳時代前期前༿の溝

̨̙349と再掘削された溝̨̙350を検出し、これらの溝に平行する364̨̖ྻࡤを֬認した。多

ྔの土器が出土した溝̨̙349は集落をըするڥ界溝のՄ能性があり、これにฒ行する̨̖ྻࡤ

364もಉ༷な性֨をもͭものであΖう。̖ ～̘地区の調査では、古墳時代前期のॅډは֬認されず、

364から調査区外の南東෦向͚て҆ఆした高となるこ̨̖ྻࡤ、域は໌らかではないがॅډ

とから、集落はおもに調査地外の南西෦に広がるՄ能性が高い。̗地区̨̙22のఈ෦で֬認され

た土器群も、南岸からغされていることからも集落が南෦にల։することがӐえる。また、̖

～̘地区の調査では、古墳時代中期Ҏ߱の遺構は、中期後༿に再掘削された溝̨̙22とૉ掘りの

井戸を֬認するのみである。

Ҏ下、古墳時代ॳ಄～前期の主要遺構である溝̨̙22の性֨にͭいてみておきたい。

ॳ಄ͷਫ࿏ͱ։ൃओମ　溝̨̙22は、古墳時代ॳ಄（佐山ᶘʵ１式、ঙ内式古ஈ֊ซ行）࣌ݹ

に人ҝతに再掘削された大溝であり、杭ྻの水੍遺構をう大規模な水路である。弥生時代中

期後༿のྲྀ路̨̙22とಉじく、古墳時代ॳ಄にお͚る再掘削のਂさは基൫層のփ৭೪土層まで

。શに失われているͼ、弥生時代のྲྀ路の北岸は、古墳時代ॳ಄の再掘削のためにٴ

古墳時代ॳ಄の溝̨̙22の埋土には、ݱ在、遺跡の約300ｍ西に南北にྲྀれる木津川ຊྲྀに由

来するとみられる砂層が多くଯ積していることが໌らかとなっ
ㅭ㉅74ㅮ

た。ߑ水時には木津川からྲྀٯし

て砂層が埋積したことを示し、溝̨̙22が木津川ຊྲྀとͭながる大溝であったことをཪ͚るも

のである。溝̨̙22が再掘削される佐山ᶘʵ１式のஈ֊は、ঙ内式古ஈ֊に૬する。この時期

にはـ内各地の遺跡にみる地域間の土器ަྲྀはまだݶఆతなものである。しかしながら、溝内か

らは、吉備系の高ഋや東海系のᆵྨや高ഋなど、ԕִ地からのൖೖ土器や外来系土器が出土し、

古墳時代ॳ಄のـ内のなかでもۃめてૣいஈ֊にԕִ地との土器ަྲྀがみられる地域として

される。木津川ྲྀ域では、弥生時代後期～ঙ内式古ஈ֊の京田辺市田遺跡やਫ਼՚町ໆϊ木遺

跡などでも東海系土器のྲྀೖが特తに認められる。下水主遺跡は溝の規模や出土遺物から、物

のྲྀ通や人తަྲྀの中֩となる遺跡であることが໌らかであり、こうした木津川ྲྀ域に在すࢿ

る集落のަྲྀڌとして、川津の機能を࣋っていたとਪఆされる。溝̨̙22は、古墳時代前期前

༿までܧଓする大溝であるが、東海系土器が再掘削のॳから出土し、外来系土器の主体をめ

ることは、Տ川ަ通を基࣠とした地域の։発と東海地域との関係性を示すものとݴえる。舟運の

利用をՄ能にした大規模な水路は、ঙ内式ซ行期を通じて、古墳時代前期ॳ༿まで水路としての

機能をҡ࣋したと考えられる。ͦの։発は、水系をࢧした地域ट長によって主ಋされたとみら

れるが、下水主遺跡の東ํ約̎kmには、ঙ内式新ஈ֊に前ํ後ํ墳（શ長80ｍ）の城陽市ࣳϲ原

古墳が出ݱしており、ͦのඃ者がՏ川ަ通を基࣠とした地域։発に関わったՄ能性をࢦఠする

ことができよう。ࣳϲ原古墳は、副品や出土土器から東海地域との関係性がڧいことは示ࠦత

であるとݴえるだΖう。

なお、溝が再掘削された古墳時代ॳ಄の層Ґ（４区ᶜ層）から出土した木１ࡐをࢎૉಉҐ体ൺ

年ྠ年代ੳのରとし、̖̙.162年のੳ値をಘた（編̎ࢀর）。さらにこの層Ґから出土し
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た佐山ᶘʵ１式ซ行とみる古墳時代ॳ಄のᙈ１（第85ਤ175）の外面にணしていた化物を̖

̢̨加器年代ੳのΠάルϚονンάのରとし、65ʵ176Dal"%（91.0ˋ）のੳ値をಘた。

　溝̨̙22からは、多ྔの土器や木製品が出土しているが、ͦの多ࡇͷਫลͷظલ࣌ݹ

くは佐山ᶘʵ４式（ཹ式࠷古ஈ֊）から佐山ᶙʵ１式（ཹ式古ஈ֊）にいたる、古墳時代前期ॳ

༿～前期前༿を中৺とするࢿྉである。とくに佐山ᶙʵ１式ஈ֊には、溝の東西に֦がる土器ཷ

まり̨̭23、̨̭24、̨̭51や、̨861などが֬認され、大ྔの土器や木製品が出土した。この

時期には、溝の埋積が進み、舟運をՄ能とする水路の機能はすでに失われ、水ྲྀは溝のఈ෦を中

৺にྲྀれるఔであったとਪఆされる。出土遺物は、出土ঢ়گから南岸から溝ఈ向͚てغさ

れたとみられる。出土遺物のなかには、ҙਤతに穿孔された土器やᰍ෦がഁࡅされた土器、赤彩

された土器などの祭式土器や、舟形木製品・陽物形木製品などの祭祀具とされる木製品が含まれ、

大溝の࠷ऴஈ֊にࢸって、いわΏる水辺の祭祀が行われたとਪఆされる。また、土器や木製品と

ともに、古墳時代Ҏ߱のഓ種とされるϞϞの種子が多ྔに出土したもされるとこΖであ

る。水ચۀ࡞により、溝શ体から出土したϞϞ֩の૯ྔは、約600Ҏ上をえる。出土地は、

土器溜まりを検出した地に集中する（第152ਤ）。また、ϞϞ֩には、ҙਤతにଧܸを加えたと

みられるものも含まれることから（編̑）、多ྔの土器や木製品を使用した水辺の祭祀に、ϞϞ

֩が用いられたとਪఆされる。土器溜まりのなかでも、とくに̨̭51からは、೩えさしや一෦が

য͛たνοϓྨが水ચۀ࡞のաఔで多く出土していることから、こうした祭祀行ҝがに行わ

れたことを示すࢿྉとみることができる。溝̨̙22は、水ྔが下し、水路としての機能を失っ

第152ਤ　̨̙22内種子（ϞϞ種࣮）出土ਤ（1/300）



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-ùùü-

第153ਤ　̨̙22มભਤ（弥生時代中期後༿～古墳時代前期前༿）（1/300）



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-ùùý-

第154ਤ　̨̙22時期別ଯ積土層ਤ



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-ùùþ-

た࠷ऴஈ֊において、基װ水路として溝を理してきた地域ट長のもとで、水辺の祭祀が行われ

たとਪఆされる。

古墳時代中期の溝̨̙22は、古墳時代前期前༿Ҏ߱、埋積が　ۄޯ࣋ࢠͱߔͷେظத࣌ݹ

進み、ऴଉしたとみられるが、古墳時代中期後༿に再ͼ人ҝతに大規模に掘削されている。古墳

時代中期にお͚る溝̨̙22の掘削は、前期よりもやや北にҠಈし、前期の溝の北岸を再掘削によ

ってશに削平している。しかしながら、ͦのఈ෦は基൫面まで掘削された前期の溝ఈに౸ୡし

ておらず、古墳時代前期の溝よりもやや規模をॖ小し、東෦で幅約̑ｍҎ上、検出面からのਂさ

1.2ｍを測る。溝の࠷下層から、おおよͦಃ༢̩̠23ܕ式にซ行する須恵器が出土し、再掘削の

時期は古墳時代中期後༿とਪఆされる。溝内からの出土遺物は須恵器を中৺とするが、ͦの૯ྔ

はݶられたものである。一ํ、̨̙22からは、出土層Ґはෆ໌であるが、第１次調査で石製の

子ۄޯ࣋が出土している。子ۄޯ࣋は、ׂするようにย面がܽଛしているが、ؙみをもったॏ

ްなͭくりのものであり、おおよͦ古墳時代中期後にؼଐするࢿྉとみられる。子ۄޯ࣋は、

ଞのྨۄとҟなり、集落祭祀に用いられたとされるۄであり、古墳時代中期の再掘削のஈ֊に、

子ۄޯ࣋を用いた集落祭祀が、水路を理する地域ट長によって行われたՄ能性を示すものとݴ

える。古墳時代中期後༿Ҏ߱、再ͼ溝は埋積し、古墳時代後期には、シルτ層がおもにଯ積し、

人ҝతな理はなされず、増水時にはྲྀ路となるが、基ຊతにはপঢ়の地形をఄしていたとみら

れる。

ʢ̏ʣੜ࣌தظ

̖～̘地区の調査において、弥生時代のおもな遺構は、̗地区のྲྀ路̨̙22と、北西から̨̙

22ྲྀれࠐみ、̨̙22に߹ྲྀする溝とਪఆされる̘地区の̨̙18を͛ڍることができる。集落を

構成するॅډは調査区内では検出されておらず、弥生中期後༿の土坑１基を̗地区̨̙22の北

岸で検出したのみである。ྲྀ路̨̙22は、弥生時代中期後༿から、古墳時代中期にいたるまで、

ᔱᕕや掘削が܁りฦされた水路であるが、なかでも弥生時代中期後༿には、大規模な護岸ࢪ設を

構ஙしていることが໌らかとなった。Ҏ下には、弥生時代のྲྀ路̨̙22の構にͭいてड़るこ

とにしたい。

̨̙22は、調査地の西にҐஔする木津川のपғに形成されたʮ൙ཞྲྀ路ʯの一ͭであり（編

র）、弥生時代中期のࣗવྲྀ路の一෦を護岸して水路としたものである。調査区の東西に長ࢀ１

さ約30ｍにわたって検出し、ͦの規模は、幅約10ｍҎ上、ਂさ約1.8ｍを測る。ఈ面は、上ྲྀଆ

の東12.4ｍ、下ྲྀ෦の西12.3ｍとޯࣼは؇いが、地にԊって東から西؇やかにྲྀ下し、

木津川ຊྲྀに߹ྲྀしたྲྀ路とみられる。̨̙22は、これまでの下水主遺跡の調査で֬認された弥

生時代のྲྀ路や溝のなかで、࠷大の規模をもち、弥生時代中期後༿にお͚る集落の基װ水路であ

ったとみられる。

　ྲྀ路̨̙22の調査で検出した護岸遺構̨̡70は、̨̙22の南岸に土によっߏઃͷࢪ؛ޢ

て構ஙされた遺構で、෮ݩ長約30ｍҎ上を測る大規模な護岸ࢪ設である。

護岸ࢪ設̨̡70の構は、いくͭかの土෦から構成される。ྲྀ路東෦には、大形樹木をྲྀ
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路基ఈにめて護岸ࡐとした土遺構̨̬71が֬認できる。ͦの東西に、木༿やຊ、ૈᐗを用

いながら土がなされた土遺構̨̬62やಉ̨̬75を検出した。さらに、ྲྀ路の西ଆでは、大形

護岸ࡐの集積̨̭72を֬認した。̨̭72は、４～６ｍの大形木ࡐのࢬをଧちい、一෦加した

とみられࡐ設̨̡70の構ࢪは弥生時代中期後༿の護岸ࡐ４ຊ（̖～̙）の集積だが、これらのࡐ

るものである。古墳時代ॳ಄にお͚るྲྀ路の再掘削において、ͦの一෦が࿐出し、原Ґஔからず

れたり、Ҡಈしているとみられるものが含まれる。しかしながら、ཱ杭で一をݻఆしたࡐ（̘）

も含まれ、̨̬71の護岸ࡐとほ΅ઢ上にฒͿことから、大形護岸ࡐを東西に埋ஔした土遺構

を構成するࡐであったとਪఆされる。Ҏ上のように、護岸ࢪ設̨̡70の෮ݩ規模は、検出した̨

̙22のほ΅南岸すての෦にٴͼ、西น断面や東นの断面の؍から、さらに東西にのͼるՄ

能性が高い大規模なものである。護岸ࢪ設̨̡70のなかで、とくにྑな遺ଘঢ়گをしていた

のは、大形樹木をめ護岸ࡐとした護岸̚ࡐのप辺෦̨̬71であり、古墳時代Ҏ߱の再掘削のӨ

。すことが໌らかとなったをگをड͚ず、弥生時代中期後༿の埋ஔされたॳのঢ়ڹ

護岸）ࡐͷෑઃͱ๏໘෴　̨̙22の南東に構ஙされた̨̬71は、長さ5.5ｍの大形護岸ࡐ؛ޢ

はཚをड͚ず、原Ґஔをอっ̚ࡐとして埋ஔした土遺構である。護岸ࡐを基ఈの構（̚ࡐ

ており、土の構をることができる遺構である。ͦの土構は、断面３で示したとおり（第

35ਤ、巻಄ਤ൛６）、まず基൫面をઙく掘りۼめて、護岸̚ࡐを設ஔしたのち、എ面ଆのシルτ

第155ਤ　̨̙22࣮測ਤ（弥生時代中期）（1/200）
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層に護岸ࡐと平行に多ྔのૈᐗを埋めࠐみ、護岸ࡐをݻఆし、土下層をิڧしたものである。

護岸̚ࡐのܸ߈面ଆには、護岸ࡐをཱ杭でݻఆしたՕ所が෦తに֬認され、護岸̚ࡐは基൫

面に杭をଧ設してݻఆされたものとみられる。ປ木ঢ়に基൫面上にਾえஔかれた護岸̚ࡐの上層

には、シルτ層や砂層からなるްさ約0.3～0.4ｍの土がなされ、࠷後に、փ৭೪土層（ʮ法面

෴土ʯ）を約0.4ｍのްさでશ体にಥきݻめて、護岸法面の上͛としている。この法面෴土とݺ

শした೪土層にͭいては、西ଆに約10ｍれた地で設ఆした断面̎でも֬認しており、ݤ層と

なり、広ൣғに土が行われたことが֬認できる。

遺ߏʹΈΔʮෑ༿๏ʯ　護岸̚ࡐを構ࡐとする土遺構̨̬71の西ଆྲྀ路中ԝ෦では、

ຊや木༿をෑいたうえにࡉ木のૈᐗを構ࡐとして土した̨̬62が構ஙされている。土遺

構̨̬62は、大形護岸ࡐは使用していないが、̨̬71とಉ༷、古墳時代Ҏ߱の̨̙22の再掘削の

Өڹをड͚ず、構ஙॳのྑなঢ়ଶが遺ଘしていたものである。̨̬62は、基൫面をઙく掘り

Dmఔのૈᐗとともにシルτ層と砂層̑～̎ܘװめたのちに、ຊや木༿をෑき、ͦの上にۼ

をޓ層ঢ়に積み上͛て土下層をิڧし、上層に20～̑ܘװDmఔのࢬをଧちったૈᐗを構

ࡐとして土を構ஙした遺構である。いわΏるʮෑ༿法ʯであり、高含水ൺのೈऑ地൫上に

ຊや木༿をෑくことで、地൫をิڧし、土層と地൫のຎྗࡲを高め、土のすりഁյを

͗、ͦの҆ఆ性やڧを高めたとみられ
ㅭ㉅75ㅮ

る。また、土層に構ࡐとして多くのૈᐗをみೖれ

ることによって、ૈ ᐗ層に生じる間ܺに土がೖりࠐみ、土のڧを増したものと考えられる。ʮෑ

༿法ʯは、̨̡70のなかでは、ྲྀ路の上ྲྀଆとなる土遺構̨̬75でも֬認した。̨̬75は、

幅約４～̑ｍの規模をもって広がる̨̙22南東۱の土遺構である。ͦの࠷下層に木༿や木ยな

どを含Ή層があり、ͦの上層にૈᐗを含Ήシルτ層と砂層をޓ層ঢ়に土し、土層のิڧとڧ

化がਤられている。

法としのڧ設̨̡70は、土あるいは地൫ิࢪ๏　Ҏ上のように、護岸ઃͷೋͭͷࢪ؛ޢ

て̎種あり、大形護岸ࡐをྲྀ路基ఈにਾえஔき、ͦの上層に土をする、土遺構̨̬71や、ಉ

第156ਤ　̨̙22土層断面３南෦֦大ਤ
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༷な構がਪఆされる木ࡐ集積̨̭72の法（法̖）と、大形護岸ࡐを用いず、࠷下層に木༿や

ຊをෑき上層にૈᐗを含Ήシルτや砂層を土する法（法̗）である。木༿を用いる法は、

ै来、ಸྑ時代の大ࡕ府ڱ山の調査や平城京の道路遺構やで໌らかになったいわΏるʮෑ༿遺

構ʯの原ॳత形ଶとݴえるものであり、ೈऑ地൫において、基൫面上に木༿層をෑ設することに

よりຎྗࡲをಘて、土のすりഁյをぐ地൫ڧ化法であ
ㅭ㉅76ㅮ

る。

にͭいては、શࢪ　今ճの調査で֬認された、弥生時代の土のػઃͷྨྫͱͦͷࢪ؛ޢ

、島にお͚る原の௰遺跡ではذभ西ํのұ。めてগないۃతにみても໌らかにされた事ྫはࠃ

ʮᲇࢤ人ʯにみられる一ࠃࢧのڌとされる遺跡であるが、ͦのધணき場跡とされる出島

ঢ়のಥఅは、ʮෑૈᐗ法ʯによるとされ、基ૅ෦に木ࡐやݰ武ؠをෑき、ԣ่れをぐた

めの杭がଧたれิڧされたものである。基ૅ෦上層には、さらに樹ൽをෑいた上に、土がࢪ

され、石や樹ൽをషり͚て土ྥを構ஙしたものとされ
ㅭ㉅77ㅮ

る。原の௰遺跡のધணき場跡の構ங時期

は、弥生時代中期前༿とされ、ʮෑૈᐗ法ʯが֬認される࠷古の事ྫである。一ํ、基൫のෑ

ૉࡐにຊや木༿、木ยなどを用いたʮෑ༿法ʯは、岡山ݝ上東遺跡の弥生時代後期ॳ಄の

ることができݟ法に場ঢ়遺構とされる土手ঢ়遺構の基൫のࢭ
ㅭ㉅78ㅮ

る。上東遺跡のࢭ場ঢ়遺構は、

長さ45ｍ、幅̑～14ｍ、高さ̎ｍऑの断面形の土手ঢ়をఄする遺構であり、࠷古のʮෑ༿法ʯ

による遺構とされている。

下水主遺跡の調査で検出した護岸ࢪ設̨̡70の一෦である土遺構̨̬62は、出土したยの

土器から弥生時代中期後༿（ـ内第ᶚ༷式３ஈ֊、第４章ࢀর）にҐஔ͚られるとともに、構

ૉಉҐ体ൺ年ྠ年代ੳ（編̎）や加器์ࣹ性ૉ年代ੳ（編３）において、おおよࢎのࡐ

ͦ弥生時代中期後༿にൺఆできる年代値がಘられている。こうしたから、土遺構̨̬62にみ

る法̗とした基൫にお͚るຊや木༿の使用は、弥生時代中期後༿にҐஔづ͚られる࠷古ஈ֊

の原ॳతなʮෑ༿法ʯとみることがՄ能である
ㅭ㉅79ㅮ

。

土遺構̨̬62は、大形護岸̚ࡐを構ஙࡐとする̨̬71よりも、ͦの基ఈがྲྀ路のܸ߈面ଆに

֦ுしており、護岸ࢪ設̨̡70のなかでもுり出し෦を形成したՄ能性が高い෦である。この

෦がಥఅతな性֨をもち、舟の岸をՄ能とする形ঢ়をఄし、ધணき場としての性֨を༗して

いたとਪఆする。下水主遺跡にお͚る大規模な護岸ࢪ設は、大形護岸ࡐをປ木ঢ়に土の基ૅに

使用する法̖や、いわΏるʮෑ༿法ʯとされる法̗など、地൫ิڧと土ஙにおいてۃ

めて高い土木ٕज़のもとに構ஙされた遺構であり、弥生時代中期にお͚る木津川の川ߓに形成さ

れたધணき場の護岸遺構としてධՁすきものとݴえよう。

今ճの調査では、大形護岸ࡐ（̖・̗・̙・̚）や̨̬62のૈᐗをࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代ੳの

ରとし、さらに原Ґஔとอͭとみられる護岸̚ࡐにͭいては̢̨̖加器์ࣹ性ૉ年代ੳ

のΠάルϚονンάのରとした。また、大形護岸̖ࡐや、大形護岸̚ࡐ上の層Ґから出土

した種子ྨ、さらに̨̭75のෑ༿遺構から出土した木༿などを̢̨̖加器์ࣹ性ૉ年代ੳ

のରとした。ͦの݁Ռ、ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代ੳでは護岸̚ࡐは、̖̙.１年とされ、̢̖

̨ΠάルϚονンάੳでもほ΅ۙい年代値をಘた。また、護岸̗ࡐや、種子や木༿にͭいて
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も、おおよͦ弥生時代中期後に૬する年代値をಘている（編̎・３ࢀর）。

̎ʣԼਫओ遺跡ͷظ࣌ผมભ

一࿈の発掘調査では、ೄ文時代൩期から中・ۙ世にか͚ての遺構・遺物を検出した。これらの

検出地は、調査ର地で広く検出された島畑をআくと、時代͝とに遺構や遺物が集中する地

にはภりがみられる。また、出土遺物も時期別にみるとภりがあり、いずれの調査地において

も時代をえて、長期にわたって遺構がӦまれたことを示すྫがほとんどない。したがって各遺

構群は、断ଓతに形成されているといえる。ここでは時期͝との遺構・遺物のมભとͦのධՁに

ͭいてड़る。

ʢ̍ʣೄจ࣌൩ظ

この時期の遺構・遺物は調査ର地内にݟࢄされるが、特に、̡地区では൙ཞྲྀ路やম土、落

ちࠐみなどのࣗવ地形や遺構とともに大ྔの土器が出土した（h 報告集ʱ第174冊）。̡地区では、

出土した遺物が多く、調査地ۙྡに集落ຊ体がଘ在したՄ能性は高い。ただし、調査地内で

はম土を１基֬認したのみで、ݦ著な遺構は֬認していない。このほか、下水主遺跡̝地区や水

主ਆ社東遺跡̗・̘地区などで、遺物แ含層や落ちࠐみからಉ時期のೄ文土器がগྔ出土してい

る（h 報告集ʱ第163・167・174冊）。遺物のが広ൣғにおよͿのが下水主遺跡のೄ文時代൩期

の特である。

ʢ̎ʣੜ࣌લظ

この時期の遺構は֬認していないものの、水主ਆ社東遺跡̖地区（"３区）出土遺物の中にこの

時期のものとਪఆされるഁยࢿྉがある（h 報告集ʱ第167冊所収第22ਤ21）。प辺ではこの時期の

遺構・遺物は出土していないため、ͦのଘ在にはҙするඞ要がある。

ʢ̏ʣੜ࣌தޙظ͔ΒظޙॳΊ

この時期の遺構はର地の北෦と南෦に大きくかれて検出した。いずれにしても前期から中

期前にか͚てࢿྉはະ֬認である。

北෦では下水主遺跡̡～/地区で検出した。֘期の遺構はほとんどが土坑で、ൺֱత多の

遺物が出土した。出土した弥生土器は中期後から後期ॳめにか͚てのものである（h 報告集ʱ第

170・174冊）。֘調査区では୦穴建物は検出していないが、多の土坑のଘ在や出土遺物のྔ、

これまで໌らかになっている地形తな؍などを加ຯすると、̡地区で検出したೄ文時代൩期の

൙ཞྲྀ路のۙを南ݶとし、ͦの北ଆに֘期の遺構の広がるՄ能性が高い。ͦの北ݶは下水主

遺跡の北෦からさらにͦの北ଆに広がっていたՄ能性も考えられる。

一ํ、南෦では、 ・̗̘ 地区で土坑̎基、溝̎のほか、護岸をࢪしたࣗવྲྀ路１がある（ຊ

報告書）。これらのৄࡉにͭいてはຊ文でৄड़したとおりである。֘期の遺構・遺物は古墳時

代前期の遺構とのॏෳがݦ著であることから、検出はগないが、下水主遺跡の北෦で検出し

た一群との間のۭ間には、この時期の遺構や遺物がまったくみられない。このことから、弥生時

代中期後から後期ॳ಄にか͚ては、下水主遺跡の北෦と南෦で別々の集落が形成されていたՄ
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能性が考えられる。ここでఆされる集落の࣮ଶはෆ໌であるが、出土遺物の༷૬から、྆集落

とも中期ないし後期ॳ಄にはഇઈしていると考えられる。

ʢ̐ʣੜ࣌ظޙ

この時期の遺構は、調査地の南෦を中৺にݟࢄされるが、後期前にଐするものはほとんどな

く、いずれも後から༿にか͚てのものである。したがって、後期ॳ಄から後期後までの集

落がӦまれた場所は、調査ର地外とఆされる。このஈ֊の遺構として下水主遺跡̛地区で୦

穴建物̎౩のほか、土坑や土器溜まりなど検出した（h 報告集ʱ第168冊）。これらの遺構のཱ地は、

木津川にԊったඍ高地上にల։していると考えられることから、̛地区प辺が弥生時代後期の集

落の一ըであったことが༧される。ただ、̛地区の遺構群も、古墳時代前期のঙ内式～ཹ式

ஈ֊まではଘଓしないことから、弥生時代後期にはഇઈしていると考えられる。このほか、̛

地区にྡする̙地区や̞地区でಉ時期の遺物の出土がわずかであるが֬認でき、֘期の遺構

が東に広がるՄ能性もある。

ʢ̑ʣݹ࣌લظ

古墳時代前期になると、下水主遺跡̗地区を中৺に広く遺構の形成と遺物の出土が֬認できる。

まず̗地区では大規模な溝̨̙22を検出した（ຊ報告書）。これのৄࡉにͭいてはຊ文にৄड़した

が、弥生時代中期のࣗવྲྀ路を再掘削して利用したもので、幅が10ｍҎ上の大規模なものである。

この溝は、古墳時代ॳ಄に木津川ຊྲྀと݁Ϳ水路として再掘削されたとみられる。古墳時代前期

前༿には、水路としての機能は下し、土器や木製品をういわΏる水辺の祭祀が行われている。

埋աఔでഇغやغされた大ྔの遺物のৄࡉにͭいてはຊ報告書でৄड़したとおりである。

この̨̙22のಉ時期の遺構が、ྡする̖地区をはじめ、̙・)・̟・̡地区、あるいは水主

ਆ社東遺跡̘地区などでも֬認されている。このうち、̝地区で検出した溝̨̙25と、ಉ一の溝

とਪఆされる̟地区で検出した溝̨̙04は、建ங෦ࡐとਪఆされる木製品が多く出土するととも

に、溝の一෦を࠹きࢭめるなどして水を溜めた遺構とࢥわれるものを֬認している。ৄࡉにͭい

てはʰ報告集ʱ第174冊で行っているが、溝̨̙22とは機能がҟなると考えられる。建ங෦ࡐ

が出土しているも考ྀすれば、̗地区प辺の遺構群とはҟなった性֨の遺構群のଘ在を̟地区

や̝地区のۙྡにఆすることもできよう。

このほか、水主ਆ社東遺跡の̘地区や下水主遺跡の̡地区などでは古墳時代前期の土器をう

性֨ෆ໌の溝を֬認している（h 報告集ʱ第168・174冊）。ややਂさのある溝で、遺物がগないた

めৄࡉはෆ໌であるが、正ํҐにରしてࣼ行しているのが一ൠతである。これらの溝は弥生時代

後期にるものも含まれるかもしれないが、水主ਆ社東遺跡̖地区ۙから下水主遺跡̣地区

ۙまで多֬認できる。ͦの性֨はෆ໌であるが、調査地प辺では西ଆよりも東ଆのํがいた

め、ͦこに水した水を西ଆにൈくために掘削されたのではないかとも考えられる。なお、溝の

多くが̝地区の̨̙25とಉ一ํҐであることはཹҙされる。これらの溝群にくら̨̙25は規模

のでは大きくҟなることから基װ水路తな性֨も考えられる。

このように古墳時代前期の遺構・遺物は、調査ର地内で多く֬認できる。ただし、集落の࣮
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ଶを示すような遺構が֬認できないため、集落ຊ体の所在地はෆ໌である。ただ、調査地࠷南

の"・̗地区で多の土器が出土していることから、̖・̗地区よりも南ないし南東ଆ、特に水

主ਆ社の所在するあたりに集落の中৺෦をఆすることができるのではないかと考える。

ʢ̒ʣݹ࣌தɾظޙ

֘期の遺構は໌ྎではないが、̗地区で検出した溝̨̙22の上層にたる溝やۙして検出

した土坑̨̠19が࣮֬な遺構である（ຊ報告書）。また。この̨̙22上層埋土からは古墳時代中・

後期の遺物が出土しており、古墳時代を通じてこの溝が機能、ないしଘ在したことを示している。

ͦして、後ड़する̨̙22࠷上層の飛鳥時代を中৺とした遺物をแ含する地層（ຊ報告書第19ਤ

43層）のଘ在からこのこΖに̨̙22がશに埋していたことが໌らかになっている。

このほか、下水主遺跡̛̎区出土の￤（h 報告集ʱ第168冊第13ਤ13）や̡地区中層遺物แ含層出

土の須恵器ഋ֖のഁย（h 報告集ʱ第174冊第55ਤ119・120）など、গྔであるが֘期の遺物がର

地内の各所でݟࢄされる。࣮֬な遺構は̨̙22上層にݶられるので、古墳時代中・後期に߃ৗ

తに集落がӦまれたՄ能性はいと考えられる。一ํ、গྔの土器ยが調査ର地内にݟࢄされ

るということは、֘期にさま͟まな׆ಈが行われていたことを示しているともいえる。

ʢ̓ʣඈௗ࣌

֘期の遺構は、おもに"・̗ 地区で検出した。ただ、྆調査区のঢ়گは大きくҟなっており、

̖地区では井戸１基はじめ、土坑や多の柱穴などの遺構を検出した。これにରして、̗地区で

は溝や土坑などの遺構のほか、上ड़の溝̨̙22の࠷上層෦で多の遺物を含Ή層ংを֬認した。

これらは̨̙22を࠷ऴతに埋めて、प辺一ଳを平ୱにした、地層と考えられる。したがって、

̖地区は遺構がີ集してల։するۭ間であるが、̗地区は地を行い、एׯの遺構がల։するも

のの、広いۭؓ地としてҐஔづ͚ることがՄ能と考える。Ҏ下、֘期の遺構や遺物にͭいて、

調査地͝とにややৄしくみていくことにしたい。

ᶃ̖۠ʹ͍ͭͯ

̖地区で検出した遺構のうち、土坑にͭいては地にう୯Ґの一෦であるՄ能性もあり、か

ならずしも遺構として断ఆはできないՄ能性を示した。これにରして、柱穴はྻঢ়をなすものが

多֬認できたが、掘ཱ柱建物として෮ݩすることができるものはなかった。このため̖地区で

検出した柱穴群の性֨にͭいては໌らかにできていない。

しかし、柱穴ྻの多くが北にରして35°前後西にৼるものが大をめることや、柱穴ྻが࢛

ํに認められ、一ఆのۭ間ྖ域をғ៴しているՄ能性が考えられることから、中৺తなࢪ設は֬

認できないものの、ดతなۭ間を設͚るため、こうした柱穴ྻが設͚られたと考えられる。こ

うしたࢪ設として、ดతなۭ間というをॏࢹし、中৺తなࢪ設はະ֬認であるものの、फ教

తなۭ間であったՄ能性をࢦఠしたい。ただ、一࿈の調査において̖地区प辺ではफ教తな行ҝ

を示すような遺物の出土は֬認しておらず、あくまでもਪ測の域を出ない。また、ॏෳ関係も多

く֬認できることから、සൟに建てସえが行われたՄ能性が高い。

一ํ、井戸̨̚112はํ形掘形をͭ࣋が、ͦの࢛辺は柱穴ྻ群とおおΉねಉじく、北にରして
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40°ほど西にৼっており、この井戸も一࿈のものであったと考えられる。井戸は井戸をͭ࣋も

ので、ͦの෦ࡐとして൶ࡐなどを再利用しており、上記柱穴ྻ群にғまれた中৺తなࢪ設で使用

されていたものがస用されたのかもしれない。

なお、これらの遺構から出土した土器の大が̓世ل代にݶられ、̔世لまで下るものは͝く

まれにしかない。したがって、̗地区の̨̙22を࠷ऴతに埋めཱてたと考えられる地層の時期

を上ݶとし、ほ΅̓世ل代のおよͦ100年ほどにݶఆして̖地区の遺構群は形成されたものと考

えられる。

ᶄ̗۠ʹ͍ͭͯ

̗地区では溝̎と土坑１基のほか、溝̨̙22の࠷上層にたる҉փ৭೪࣭土（ຊ報告書第19

ਤ43層）からは古墳時代後期後から飛鳥時代にか͚て遺物が多出土しており、୯なる遺物แ

含層、もしくはࣗવଯ積層とは考えにくく、ほ΅ಉ時期の遺構が̖地区や̗地区の一෦で֬認さ

れることから、̖地区の遺構が形成されるաఔで、北ଆにଘ在した̨̙22を埋めཱてたࡍの地

層ではないかとఆされる。この地層の成によって̖地区の遺構群にରして北ଆに広いۭ間

を֬อしていると考えたい。

また、̗地区で検出した遺構のうち溝̎（̨̙16・21）にͭいては、̨̙22の埋めཱてによっ

てࠔとなる、調査地प辺のഉ水のために掘削されたՄ能性がある。また、土坑̨̠17にͭいて

は、̨̙16の埋土との区別がࠔであるため、ഉ水にたっての水ྔを調するためのもので

あったՄ能性もあΖう。

ᶅͦͷଞͷ調査۠

֘期でҙされる遺物として、下水主遺跡̛̓区で検出した井戸̨̚0704の掘形から出土し

た川原寺式もしくは藤原宮式のנؙݢがある（h 報告集ʱ第168冊第45ਤ244）。遺構ͦのものは平

҆時代中期のものであるが、このנؙݢが、ಸྑݝ飛鳥地域運ൖされる్中であったのか、あ

るいは調査地ۙྡにこうしたנؙݢを使用したࢪ設がଘ在したのか、ݱஈ֊では検౼するための

。ྉがগなく、今後の検౼՝であるࡐ

また、ಉじく下水主遺跡̛１区では、掘ཱ柱建物̎౩を検出した（h 報告集ʱ第168冊）。出土し

た土師器ยから古代のՄ能性が高いものの、ৄࡉな時期はෆ໌である。ただ、̖地区の柱穴ྻと

は一கしないが、建物の主࣠が北にରして25°前後西にৼるので、֘期のՄ能性も考えられる。

ʢ̔ʣฏ҆࣌தظ

ಸྑ時代になると、遺構はまったくとݴっていいほど֬認できないঢ়گとなるが、ಸྑ時代の

遺物とਪఆされるものがগྔ出土している。こうしたঢ়گから下水主遺跡ではಸྑ時代の遺構は

ଘ在しなかったՄ能性が高いと考える。このঢ়گは平҆時代前期においてもಉじであるが、平҆

時代中期（10世ل代）になると、গྔであるが、遺構や遺物を֬認することができる。

まず、̛̓区では井戸１基（̨̚0704）を検出した。出土遺物に黒৭土器が含まれるため、

֘期の遺構であることが໌らかである。また、̗地区の土坑̨̠15からも黒৭土器が出土して

おり、֘期の遺構と考えられる。このほか、ᬵಃ器やփᬵಃ器のഁยなども̛地区などでも
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֬認できる。ただ、遺構の検出はগなく、平҆時代の土地利用はෆ໌なが多い。ややまとま

った遺構が֬認できた̛地区や̗地区は、弥生時代後期から古墳時代前期にか͚ての遺構と

ॏෳするとこΖがあることから、やはり木津川Ԋいのඍ高地上に集落がల։していたՄ能性を考

えることができる。

さらに下水主遺跡の北෦にたる̡地区や̣地区では、平҆時代のՄ能性があるנݢが出土

しており、このۙに֘期の遺構群が広がっていたՄ能性が༧される。

ʢ̕ʣதੈ

中世になると、調査ର地一ଳには島畑が形成された。これは、中世前にあたる12～13世ل

の土器が島畑のૉ掘り溝や溝ঢ়遺構から出土するようになることから、島畑の形成時期がこのこ

Ζまでると考えられる。島畑の形成とͦの後のల։にͭいては、h 報告集ʱ第174冊で検౼を行

っているが、調査ର地内だ͚で100基をえる島畑を検出した。これらの多くは҆ఆした基൫

層を形して࠷ॳ期の島畑を形成していることがࢦఠできる。ͦの後、溝ঢ়遺構の埋と再掘削、

島畑の土が܁りฦし行われている。こうした島畑の形成がいͭまでଓくのか、໌֬に断ݴ

できないがۙ世期、あるいはۙ代までܧଓしていたՄ能性もある。

一ํ、多くの調査区で、溝ঢ়遺構が砂層のଯ積によって埋し、߹わせて島畑もこうした砂層

に෴われているྫを֬認することができた。この砂層は木津川の൙ཞによるߑ水砂のՄ能性が

高く、また、ߑ水のճも一にݶらずෳճ、発生したと考えられる。こうしたߑ水にରする

ରॲも行いͭͭ、やがて島畑から水田を主体とする࡞͚のม化にࢸったものと考えられる。

さらにされるとして、ݱ在の水田を区ըするܣ൞と島畑のをॏねあわせてみると、

水田の中ԝに島畑が形成されており、ܣ൞のҐஔに溝ঢ়遺構がଘ在していることが໌らかになっ

た。このは、島畑や溝ঢ়遺構の土層断面؍からも、྆遺構がほ΅ಉ一地で長期にわたって

ҡ࣋されていたことと一கしており、྆遺構が時間の経աとともにਨํ向のల։をݟせるも

のの、水平ํ向のม化はඞずしも多くなかったことを示している。このように、ݱ在の水田ܠ

、が、中世ஈ֊の島畑の形成にまでって規ఆされていた事࣮が֬認された。このにおいて؍

多の島畑を調査し、ݱ在とのͭながりを໌らかにできたҙٛは大きい。

͓ Θ Γ ʹ

ຊ報告では、弥生時代中期にお͚る木津川の川ߓに形成されたધணき場の護岸遺構や、古墳時

代の木津川Տ川ަ通をഎܠとする大規模な基װ水路のଘ在を໌らかにすることができた。さらに、

こうした基װ水路をঠѲした地域ट長が関わったとみられる古墳時代前期の水辺の祭祀や、古墳

時代中期後༿にお͚る子ۄޯ࣋を用いた集落祭祀、さらにՏ川ަ通に関係するとみられる飛鳥時

代集落のଘ在を໌らかにするなど、各時代の大きな調査成Ռをಘることができた。いずれも、木

津川のՏ川ަ通とここをڌにした地域ट長層にਂく関わるものとしてされる。

調査地の南東には約300ｍの地には、ݱ在、木津川のՏ川ަ通にਂく関わる古代のࢯ、水

主がঠしたとঝされるԆت式内社の水主ਆ社が所在する。下水主遺跡のप辺は、木津川中
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ྲྀ域にあって、川ےが大きくྲྀۂする地にあり、ߑ水ඃが多くみられる一ํ、砂भが広く形

成され、木津川のର岸とのしが࠷も༰қであった地であり、古代から木津川のՏ川ަ通の要

িであった。木津川をڬんで、下水主遺跡ର岸の京田辺市大ॅには、水主ਆ社にભ宮されたԆت

式内社א井月ਆ社が所在したとされ、h古事記ʱ҆߁記のʮןӋ井ʯやԆت式のʮઘՏא井ʯ

の記ड़が示すとおり、下水主遺跡はまさに木津川の川のڌにཱ地する遺跡であるとݴえる。

今ճ、弥生時代中期の大規模な護岸ࢪ設の検出など、新名ਆ高道路備事ۀの城陽+$T・*$の

建設にう調査で໌らかとなった木津川のՏ川ަ通にਂく関わる遺構群の発ݟは、下水主遺跡の

古代からଓく、川津としての性֨をあらためてුきூりにするものとݴえる。ຊ書に示した調査

成Ռが、地域のྺ史෮ݩに広く׆用されることをئって、ຊ報告をྃする。

（高野陽子・筒井崇史）

ຊ書を࡞成するにあたり、各種ੳにͭいて、次にあ͛るํ々から͝教示、͝ߘدいただいた。記して、

ਂくँҙをදしたい。

第̑章　長友朋子（໋ཱؗ大ֶ文ֶ෦教त）

 　吉村慎太郎（໋ཱؗ大ֶ大ֶӃ文ֶ研究Պ博士՝ఔ前期）

 　高橋　悠（໋ཱؗݩ大ֶ大ֶӃ文ֶ研究Պ博士՝ఔ前期）

編１　増田富士雄（京都大ֶ名༪教त・センター理事）

編̎　中塚　武・李　貞・對馬あかね・佐野雅規（૯߹地ֶڥٿ研究所）

編３　伊藤　茂・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・小林紘一・Zaur  Lomtatidze・小林克也（株ύϨΦ・

ϥϘ　̢̨̖測ఆνーϜ）

編４　能代修一（໌࣏大ֶ黒༾石研究センター、ݩ林૯߹研究所）・村上由美子（京都大ֶ૯߹博物ؗ）・

佐々木由香（໌࣏大ֶ黒༾石研究センター）・小林和貴（東北大ֶ২物Ԃ）・鈴木三男（東北大ֶ২物Ԃ）

編̑　西原和代（京都大ֶ大ֶӃ文ֶ研究Պ博士後期՝ఔ）・ 岡田麻衣子（໋ཱؗ大ֶ大ֶӃ文ֶ研究Պ博

士՝ఔ前期）・鶴来航介（京都大ֶ大ֶӃ文ֶ研究Պ博士後期՝ఔ）・高橋　悠・柳原麻子（大津市教

ҭҕһ会）・浦　蓉子（ಸྑ文化財研究所）・村上由美子・佐々木由香

編６　佐々木由香・バンダリスダルシャン（株ύϨΦ・ϥϘ）

また、ݱ地調査ٴͼ理ۀ࡞を通じて、͝教示、͝ྗڠいただいたํ々を記し、ਂくँҙをදす。

 一和・石࡚ળٱ・市村慎太郎・Ԟ田 尚・小村ᚸ理・木子・ॅٱ ・小ઘ࢘ߒ・古ؓ正ߒ・

小山田一・ਆ野 恵・ୢາ和߂・௰ຊ༟也・中ډ和ࢤ・中塚 ྑ・西村公ॿ・林ൺ佐子・ඛ田郎・

平井య子・広和雄・福島行・ึ積༟ণ・ถ田හ・岡秀人・ए林（Ҏ上、ेޒԻॱ、ܟশུ）

１　平成20年Ҏ߱に調査にண手した新名ਆ高道路備事ۀにいץ行した発掘調査報告書はҎ下の

通りである。
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 ᶃ村田和߂・দ尾史子ʮঁ୩ԣ穴群第10・11次発掘調査報告ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第137冊　

財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2010

 ᶄҾ原茂࣏・দ尾史子ʮঁ୩ԣ穴群第11・12次発掘調査報告ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第142冊　

財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2011

 ᶅ古川　ঊʮ美ೱ山ഇ寺下層遺跡第̔次発掘調査報告ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第148冊　公益財

団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2012

 ᶆ石井ਗ਼࢘・伊野ۙ富・筒井崇史・村田和߂・関広尚世・大高ٛʮ美ೱ山ഇ寺第６次・美ೱ山ഇ

寺下層遺跡第̕次発掘調査報告ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第154冊　公益財団法人京都府埋蔵文化

財調査研究センター）　2013

 ᶇಸྑ߁正・筒井崇史・山美ྠʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡平成23・24年発掘調査報告

　ঁ୩・ࡔߥԣ穴群第13次調査ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第157冊　公益財団法人京都府埋蔵文化

財調査研究センター）　2014

 ᶈ村田和߂ʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡平成23・24年発掘調査報告　ࡔߥ遺跡第̑次ʯ（h 京

都府遺跡調査報告集ʱ第157冊　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2014

 ᶉ伊野ۙ富・筒井崇史・村田和߂ʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡平成23～25年発掘調査報告

　田遺跡第３～̑次ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第161冊　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研

究センター）　2015

 ᶊ村田和߂・大高ٛʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡平成23～25年発掘調査報告　西村遺跡

第̎・３次ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第161冊　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）

　2015

 ᶋ筒井崇史・村田和߂ʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡平成23～25年発掘調査報告　向୩遺跡

第３・４次ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第161冊　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）

　2015

 ᶌ戸原和人・岡研一・筒井崇史・関広尚世・福山博章・ਂᖒ麻衣ʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係

遺跡平成23～25年発掘調査報告　水主ਆ社東遺跡第１・̎・̑次ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第

167冊　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2016

 ᶍ戸原和人・筒井崇史・村田和߂・関広尚世・福山博章・ਂᖒ麻衣ʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係

遺跡平成23～25年発掘調査報告　下水主遺跡第１・４次ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第167冊　公

益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2016

 ᶎ筒井崇史・高野陽子・岡田݈ޗʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡平成25・27・28年発掘調査

報告　下水主遺跡第４次（̛地区）ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第168冊　公益財団法人京都府埋蔵文

化財調査研究センター）　2017

̎　下水主遺跡のൣғにͭいては、京都府教ҭҕһ会がࢼ掘調査を࣮ࢪされ、遺跡の֦がりを֬認された。

 福島行ʮ下水主遺跡ʯ（h 埋蔵文化財発掘調査報告　平成25年 　ɦ京都府教ҭҕһ会）　2014

 福島行ʮ下水主遺跡第̓次調査ʯ（h 埋蔵文化財発掘調査報告　平成26年 　ɦ京都府教ҭҕһ会）

　2015

３　地理తڥの執චにあたっては下記文ݙをࢀরした。

 ᶃ平ຌ社編ʰ日ຊྺ史地名体系　26　京都府の地名 （ɦ平ຌ社　1981）

 ᶄʮ֯川地名大ࣙయʯ編ࢊҕһ会編ʰ֯川日ຊ地名大ࣙయ　京都府 （ɦ֯川書ళ　1982）

 ᶅ城陽市史編さんҕһ会編ʰ城陽市史ʱ第１巻（城陽市　2002）
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４　ྺ史తڥの執චにあたっては下記文ݙをࢀরした。

 ᶃ城陽市史編さんҕһ会編ʰ城陽市史ʱ第１巻（城陽市　2002）

 ᶄ城陽市史編さんҕһ会編ʰ城陽市史ʱ第３巻（城陽市　2002）　

̑　１ᶍ文ࢀݙর

６　１ᶌ～ᶎ文ࢀݙর

̓　岡研一・筒井崇史・山美ྠ・ᬑ也・桐井理揮ʮ新名ਆ高道路備事ۀ関係遺跡平成26・

27年発掘調査報告ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第174冊　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究

センター）　2018

̔　増田・岡研一・黒坪一樹・Ҿ原茂࣏・ञ井݈࣏ʮ一ൠࠃ道24号金尾ަࠩվྑ事ۀ関係遺跡ʯ（h 京

都府遺跡調査報告集ʱ第163冊　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2015

̕　島畑のपғには島畑よりもく掘りࠐまれた෦は水するものの、ྲྀれがあるわ͚ではないので

ʮ溝ʯというදݱはదではない。しかし、形ଶతには溝にྨࣅすることから、ຊ報告ではʮ溝ঢ়遺構ʯ

という名শを使用する。また、溝ঢ়遺構の幅は島畑のࣼ面の落ちࠐみが࢝まる෦の間の長さとする。

10　増田富士雄ʮ編１ʯࢀর。

 増田富士雄ࢯ（京都大ֶ名༪教त、センター理事）から、ݱ地ࢦಋの22̨̙、ࡍのଯ積ঢ়گや下水

主遺跡प辺のଯ積ڥશൠにͭいて、͝教示をಘた。

11　高野陽子ʮ弥生時代後期～古墳時代の土器༷૬ʯ（h 京都府遺跡調査報告書　佐山遺跡ʱ第33冊　財

団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2003

12　ʮ൙ཞྲྀ路ʯの基ఈには、ૈཻなՏচ物 （࣭ϥάଯ積物）が認められないことが特とされる（10文

。（রࢀݙ

13　ݱ地調査において、̨̙22のଯ積ঢ়گやଯ積土のαンϓリンάのํ法に関して、中塚ྑࢯ（公益財団

法人向日市埋蔵文化財センター）、௰ຊ༟也ࢯから͝教示をಘた。

14　中塚武・李貞・對馬あかね・佐野雅規ʮࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代測ఆʯ（ຊ書編̎）

 中塚武ࢯ（૯߹地ֶڥٿ研究所）から、ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代測ఆや測ఆにదする樹種、またα

ンϓリンάにͭいて、͝教示をಘた。

15　ʮ์ࣹ性ૉ年代測ఆʯύϨΦ・ϥϘ".4年代測ఆάルーϓ（伊藤茂・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・

小林紘一・Zaur  Lomtatidze・小林克也）（ຊ書編３）

 小林克也ࢯ（（株）ύϨΦ・ϥϘ）から、ֱ正年代のや、αンϓリンάにͭいて͝教示をಘた。

16　14文ࢀݙর

17　༗機࣭遺物研究会（西原和代・浦蓉子・鶴来航介）・柳原麻子・佐々木由香ʮ下水主遺跡̨̙22土

αンϓルの水ચと種࣮のಉఆʯ（ຊ書編４）

。から、層中にお͚る༗機࣭遺物にͭいて͝教示をಘたࢯ村上由美子、ࢯ地において、佐々木由香ݱ 

18　増田富士雄ࢯから、ݱ地調査において、͝教示をಘた。

19　ʮෑ༿法ʯは、考古ֶの調査事ྫから໋名された用ޠである。土や地൫上にຊ、樹ൽ、ૈᐗな

どをෑ設し、ͦの҆ఆとڧ化をਤる法とされる。

法ʯʯ（hળ通ʮ古代ஙఅにお͚るʮෑ༿ָ  文化財ᶘ 　ɦಸྑཱࠃ文化財研究所）1995

20　小山田一ࢯは、ʮ土層の間にิࡐڧをೖれてすりにରするྗ߅を高めるʯ土のิڧ土法を

ෑ༿遺構として૯শし、ఱવૉࡐでิڧした土構物の種ྨとࢪՕ所をྨしている。ຊ書で報

告する下水主遺跡の護岸ࢪ設は、ೈऑ地൫と土という、土࣭のҟなる̎層をして૬ޓのࠞೖ

を͗、ෆಉ下をࢭするʮ護岸のࠜݻめʯにྨされるとみられる。
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 小山田一ʮఱવࡐྉをෑ設するՏ川法の系ේʯ（h 考古ֶδャーφルʱ３ ᶺ639　2013

 ಉʮ古代の։発と࣏水ʯ（h 山調査事所）1999ڱ　山ʱ考編ڱ

 ಉʮෑ༿法の再検౼ʕఱવૉࡐを用いた土構物のิڧʕʯh 　考古ֶʱ第102号　雄山ֳ　ץق

2007

21　ݱ地調査において、能代修一ࢯから、護岸ࡐほか各層から出土する木製品や樹木の樹種、山城地域

の২生にͭいて͝教示をಘた。また、௰ຊ༟也ࢯから樹種とαンϓリンάのํ法にͭいて、͝教

示をಘた。

22　ݱ地調査において、木子ࢯから、すての護岸ࡐがࢬ木をআڈした加木であるとする͝教示

をಘた。また、護岸ࡐ （̘ਊ࣋ちؙ木）と護岸ࡐ （̙ϛΧンׂりঢ়）はಉ種の樹木であり、ಉ一のࡐを

ׂして使用しているՄ能性が高いとされたが、࣮ࡍのੳにおいても、護岸̘ࡐと̙は、コφϥ

ଐΞΧΨシѥであり、年ྠが20年と一கすることが判໌した。

23　ຊ書では、木ࡐや杭、樹木・ຊ・木༿の土木ࡐを使用した土遺構や、水ྲྀを調する遺構を、

。設として、ʮ水੍遺構ʯとして報告する（ུ記号は̨̬とする）ࢪ水・利水に関࿈する࣏

24　֯ર石を多ྔに含Ή土を特৭とする古墳時代ॳ಄の大形ᆵは、ذࢌ産とՏ内産があるが、古墳時

代前期前༿に大きくҠಈしているものは、ذࢌ産が主体である。

25　ϞϞにͭいては、古墳時代Ҏ߱のഓ২物とされ、ಸྑݝవ向遺跡において多ྔに出土し、祭祀関

࿈遺物としてࢦఠされるとこΖである。こうしたࢹに基づき、̨̙22においても、土器溜まり̨

̭24、̨̭51प辺、人ྗ掘削ۀ࡞中に、特に多く出土する向がみられる地にͭいて、प辺の

土砂を土ೲା約200ାに࠾औしてચড়した。ͦの向は、第152ਤに示すとおりである。また、

ચড়ۀ࡞のաఔで、ϞϞとともにΫルϛがݦ著に含まれる向があることが判໌しており、Ϋルϛ

に関しても、ϞϞとಉ༷に৴ڼのରとなるՄ能性を示すものである。

26　ෳの土遺構（ུ記号̨̬）からなるʮ護岸ࢪ設ʯを૯শする場߹に、ུ記号̨̡を用いる。

27　19文ݙ・20文ࢀݙর。

28　ݱ地調査において、広和雄ࢯからʮෑ༿遺構ʯにͭいて͝教示をಘた。

 広和雄ʮ古代の։発ʯ（h 考古ֶ研究ʱ30巻-2号　考古ֶ研究会）　1983

29　̨̬62の構ࡐとして用いられている樹木にͭいては、上層に大形ࡐをஔき、中層から下層にࡉ木

を多く֬認されるが、いずれもࢬ木をআڈした加ࡐを用いている。

30　高野陽子ʮ山城のঙ内式ᙈをめぐるೋ、三のʯ（h 京都府埋蔵文化財集ʱ第６集　財団法人京

都府埋蔵文化財調査研究センター）　2010

31　小形ؙఈുと小形ؙఈᆵの区にͭいては、Ҏ下文ݙྨにैった。

 寺܆ʮـ内古式土師器の編年とೋ・三のʯh ෦遺跡ʱಸྑ־ݝ原考古ֶ研究所　1986

32　11文ݙ・30文ࢀݙর。

33　ਆ野恵ࢯ（ಸྑཱࠃ文化財研究所）から͝教示をಘた。

34　赤塚次郎ʮն間式土器ʯ（h ն間遺跡ʱ調査報告書第23集　財団法人Ѫݝ埋蔵文化財センター）　

1990

 ಉʮն間ᶗ・ᶘ式再ʯ（h 西上໔遺跡ʱ調査報告書73集　財団法人Ѫݝ埋蔵文化財センター）　

1997

35　佐山遺跡では、ঙ内形ᙈに、大・中・小の法ྔ化がみられる。ͦのうち小形のঙ内形ᙈにおいて

のみ、ࠨ上がりのタタΩが֬認されることから、小形品にみるࠨ上がりタタΩは、地域తな特৭で

なく、࣋ち手の在りํによるٕ法上のとみる。11文ࢀݙর。
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36　第ᶛ༷式系ᙈにみるタタΩ成形ٕ法は、ـ内ではӈ上がりのタタΩࠟを基調とするが、ࠨ上がりの

タタΩࠟは、ઁ津からຏの地域において、ଞ地域よりもより高い出ݱසで֬認される。

 高野陽子ʮঙ内式ᙈの出ݱʯ（h 京都府埋蔵文化財報ʱ第92号　財団法人京都府埋蔵文化財調査研

究センター）　2004

37　高野陽子ʮ୮後ʯ（h ୮後地域ʵٖԜઢ文土器系土器の༷式とมભʵ 　ɦ財団法人大ࡕ府埋蔵文化財セ

ンター）　2006

38　高橋護ʮ弥生土器ʵ山陽１～̎ʯ（h 月ץ考古ֶδャーφル 1ɦ73・175・179・181号　考古ֶδャーφル社）

　1980

 ಉʮ弥生時代ऴ期の土器編年ʯh 岡山ཱݝ博物ؗ研究報告ʱᶗ　1988

39　柳ত・ݟߐ正ݾ・中野雅美ʮ川ೖ・上東ʯ（h 岡山ݝ埋蔵文化財発掘調査報告 ）ɦ16　1977

40　34文ࢀݙর。

41　11文ࢀݙর。

42　ޱԑ෦内面にみる化物のٵணは、Ѩ系ೋॏޱԑᆵや、ذࢌ系ෳ߹ޱԑᆵなどに特తに認めら

れるものである。器นの水のਁಁをぐものであるのか൱か、検౼՝である。

43　ੁ原߁ʰ黒୩川܊಄遺跡ᶘ （ɦಙ島ݝ教ҭҕһ会）　1987

 ಉʮѨ弥生時代ऴ期社会の特࣭ʯ（h 考古ֶと生׆文化 　ɦಉࢤ社大ֶ考古ֶシリーズ̫）　1992

44　30文ࢀݙর。

45　関川尚ޭ・石野博৴ʰవ向遺跡 （ɦಸྑ־ཱݝ原考古ֶ研究所・ࡩ井市教ҭҕһ会）1976

46　31文ࢀݙর。

47　39文ࢀݙর。

48　高木ਅޫほかʰত和53・54年文化財調査年報 （ɦീ尾市教ҭҕһ会）　1980

49　田中ߒݩʮ（̎）東土川西遺跡出土土器の検౼ʯ（h 長岡京跡発掘調査研究所調査報告 　ɦ長岡京跡発掘

調査研究所・（財）向日市埋蔵文化財センター）　2003

50　宮࡚װ也ʮࡔ田܊にお͚るडޱঢ়ޱԑᙈを中৺としてʯ（h ঙ内式土器研究ʱᶘ　ঙ内土器研究会）　

1992

51　岡秀人ʮ山城地域ʯ（h 弥生土器の༷式と編年ʱۙـ編ᶘ　木ࣖ社）　1990

52　ए林ʮۙـ地ํの土器ʯ（h 考古ࢿྉ大؍ʱ第1巻　小ֶؗ）　2003

 ಉʮۙـʯ（h 弥生土器 　ɦχϡーαΠΤンス社）　2005

53　দ野ݩʮ市田੪遺跡出土弥生土器の検౼ʯ（h 京都府埋蔵文化財調査報告書ʱ第36冊、京都府

埋蔵文化財調査研究センター）　2004

54　佐原ᚸʮـ内地ํʯ（h 弥生式土器集成ʱຊ編2）　1968

55　長友朋子ʮ文༷の地域性ʕ弥生時代にお͚るԜઢ文をૉࡐとしてーʯ（h 古文化ஊʱभ古文化研

究会）　2003

56　ᅳ下多美樹ʮ東土川西遺跡の弥生土器　ʕԵ܇地域の第ᶛ༷式～ঙ内式土器のมભʕʯ（h 向日市ࢿ

ྉؗل要ʱץ号）　1986

　　　ᅳ下多美樹ʮԵ܇地域にお͚る土器のަྲྀڌʯ（h ঙ内式土器研究ʱ̭̭　ঙ内式土器研究会）   

1999

57　51文ࢀݙর。

58　ਧ田子ʮʵ山城地域ʵʯh 古式土師器の年代ֶ （ɦ（財）大ࡕ府埋蔵文化財センター　）2006

59　11文ࢀݙর。
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60　31文ࢀݙর。

61　ถ田හʮ中Տ内のঙ内式とൖೖ土器にͭいてʯ（h 考古ֶ集ʱ１）　1985

　ถ田හʮ土師器の編年１　ۙـʯ（h 古墳時代の研究（土師器・須恵器）ɦ 第６巻　雄山ֳ）　1991

62　61文ࢀݙর。

63　31文ࢀݙর。

64　48ࢀর。

65　上原ਅ人編ʰ木器集成ਤ録　ۙـ原࢝編ʱ9（h ಸྑཱࠃ文化財研究所史ྉʱ第36冊）　1993

66　ඉ上ঢ h 木製品から考える地域社会ʵ弥生から古墳ʕʱ雄山ֳ　2010

67　Տ野一ོʮ石製模品ʯ（h 考古ࢿྉ大̕؍　弥生・古墳時代　石器・石製品・֯ࠎ器ʱ小ֶؗ）　

2002　

68　飛鳥・ಸྑ時代の土器の器種名には、原ଇとしてಸྑ文化財研究所が使用しているものを使用する。

ただし、在地系、ಸྑ文化財研究所のܕ式ྨにଘ在しないものにͭいてదٓ一ൠతな名শを使

用する。

 小ּ原・西߂海・吉田恵ೋʮ土器ʯ（ಸྑཱࠃ文化財研究所編ʰ平城宮発掘調査報告7** （ɦh ಸ

 文化財研究所ֶ報ʱ第26冊））　1976ཱࠃྑ

 ҆田ཾ太郎・३一郎・田正তʮ土器ʯ（ಸྑཱࠃ文化財研究所編ʰ平城宮発掘調査報告9*ʵ第１

次大ۃ఼地域の調査ʵ （ɦh ಸྑཱࠃ文化財研究所ֶ報ʱ第40冊））　1981

 ਆ野恵ʮ土器ྨʯ（ಸྑ文化財研究所編ʰ平城宮発掘調査報告97*ʵฌ෦ল地区の調査ʵ （ɦh ಸྑ文

化財研究所ֶ報ʱ第70冊））　2005

69　三美ึʮ都城のࣽਬ具ʯ、小ढ़ʮۙـ北෦のࣽਬ具ʯ（h 古代の土器研究　ྩత土器༷式の西・

東４　ࣽਬ具 　ɦ古代の土器研究会）1996

70　飛鳥・ಸྑ時代の土器編年や年代؍にͭいては、原ଇとしてಸྑ文化財研究所が使用しているもの

を使用する。

 ಸྑཱࠃ文化財研究所編ʰ飛鳥・藤原宮発掘調査報告** （ɦh ಸྑཱࠃ文化財研究所ֶ報第ʱ第31冊 

1978）、

 ಉʰ飛鳥・藤原宮発掘調査報告*7 （ɦh ಸྑཱࠃ文化財研究所ֶ報ʱ第55冊） 1996 

 ʰ平城宮発掘調査報告7** （ɦh ಸྑཱࠃ文化財研究所ֶ報ʱ第26冊 1977）

 ಉʰ平城宮発掘調査報告9*7 （ɦh ಸྑཱࠃ文化財研究所ֶ報ʱ第51冊） 1993

 ಉʰ平城宮発掘調査 報告97* （ɦh ಸྑ文化寺研究所ֶ報ʱ第70冊） 2005など

71　筒井崇史ʮ飛鳥時代須恵器ഋ̝の地域性にͭいてʯ（h 京都府埋蔵文化財集ʱ第̑集　財団法人京

都府埋蔵文化財調査研究センター）　2006

72　石井ਗ਼࢘・増田・筒井崇史・竹村྄ਔ・ᬑ也・橋ຊູ・田原༿月ʮ一ൠࠃ道24号城陽̞̘

関࿈寺田地区վྑ事ۀ関係遺跡平成26・27年発掘調査報告ʯ（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第170冊　

公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）　2017

73　Ӊ野ོʮ井戸考ʯ（h 史林ʱ第65号第̑号　京都大ֶ史ֶ研究会）　1982

74　増田富士雄ࢯから、石ӳ・長石などのՖቋݯىؠの߭物を主とする木津川のՏ川砂との͝教示をಘ

た（編１ࢀর）。

75　20文ࢀݙর。

 小山田一ࢯは、ఱવૉࡐでิڧした土構物の種ྨとࢪՕ所をྨしている。ຊྫは、ೈऑ地

൫と土という、土࣭のҟなる̎層をして૬ޓのࠞೖを͗、ෆಉ下をࢭする護岸のࠜݻ
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めにྨされよう。

76　小山田一ʮ東ΞδΞのෑ༿法ʯ（h 建設研修センター）　　2002ࠃづくりと研修ʱ97（財）શࠃ

原の௰遺跡（弥生時代中期前）や、木༿を用いݝ内では、弥生時代の事ྫは、ૈᐗを用いる長࡚ࠃ 

た岡山ݝ上東遺跡（弥生時代後期ॳ಄）のྫにཹまる。ؖࠃにおいても、ؖࠃ金海市႗遺跡ધண

き場跡、ಉಎཬ遺跡ࢭ場遺構、શཏ北道金అ市ปࠎఅなど、原三ࠃ時代の事ྫがあるが、原の

௰遺跡の事ྫはこれらよりもݱঢ়ではઌ行し、来系とされてきたこうしたٕज़にͭいて、ͦの系

ේがとなるとこΖである。

77　長࡚ݝ教ҭҕһ会ʰ原の௰遺跡・鶴田遺跡ʱ原の௰遺跡調査事所調査報告書第33集　1998

 長࡚ݝ教ҭҕһ会ʰ原の௰遺跡ʱ原の௰遺跡調査事所調査報告書第33集、1998　ಉ第36集　2006

 ָ҆ษʮ一ࠃࢧのધணき場遺構ʯ（h 考古ֶʱ第102号　雄山ֳ）　2007　ץق

78　下ᖒ公໌・ᬒ恵理子ほかʮ下ঙ遺跡　上東遺跡ʯh 岡山ݝ埋蔵文化財発掘調査報告ʱ157　2001

 下ᖒ公໌ʮ上東遺跡ࢭ場ঢ়遺構の再検౼ʯ（h 古文化ஊʱ52）　2005

 ᬒ恵理子ʮ上東遺跡のʮࢭ場ঢ়遺構ʯʯ（h 考古ֶʱ第102号　雄山ֳ）　2007　ץق

79　小山田一ࢯは、ఱવૉࡐを用いるิڧ法にͭいて、福岡水城のʮෑૈᐗʯ、大ڱࡕ山のʮෑ༿法ʯ

が広く使用されているが、ิࡐڧの種ྨや土構物の種ྨやࢪՕ所によって༷々であり、ޡղを

༩えやすい用ޠであるとし、ຊ・ૈᐗ・樹ൽなどのఱવૉࡐを用いる各種ิڧ法を、ʮ古代のδ

ΦςΩスタΠル法ʯと૯শすることをఏএしている。20文ݙ（2007文ݙ）ࢀর。

ݙจߟࢀ

ਆ戸市教ҭҕһ会編ʰদ野遺跡発掘調査֓報ʱ1983

埋蔵文化財อ護センター調査報告書　第92集　2005ݝෞذ教ҭ文化財団ʰ֟田遺跡ʱݝෞذ

田辺ত三ʰಃ༢古༼ᅿ群* 　ɦ平ֶ҆Ԃ考古ֶΫϥϒ　1966

田辺ত三ʰ須恵器大成 　ɦ֯川書ళ　1981

野一ʮۙߐ地域ʵ野ऱ川ྲྀ域を中৺にʵʯ（h 古式土師器の年代ֶ （ɦ財）大ࡕ府埋蔵文化財センター）

　2006

岡秀人・西村าʮ古式土師器と古墳の出ݱをめぐるॾʵ࠷新年代ֶを基ૅとしてʵʯ（h 古式土

師器の年代ֶ （ɦ財）大ࡕ府埋蔵文化財センター）　2006

中ډ和ࢤʮ古墳出ݱ前後のۙߐ地域ʵ土器編年を中৺にʵʯ（h ໋ཱؗ大ֶ考古ֶ集ᾠʱ໋ཱؗ大ֶ

考古ֶ集ץ行会）　2010
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ྉ名ࢿ 次 地区ׂ 形ঢ়
4%22
区ׂ

層Ґ
4%22内
遺構

樹種ੳ

ૉಉࢎ
Ґ体
ੳద߹

性

年ྠ

ૉಉࢎ
Ґ体・年
ྠ年代
ੳ

ૉಉҐ体ࢎ
ݟྉ所ࢿ

".4 備考

護岸ࡐ
̖

６次 k9ŋk8
、ଘ長4.7m
19ᶲܘ大࠷
（ਊࡐ࣋）

１区 護岸ࡐ
ϜΫϩδ

（落༿広༿
樹）

˓ 73 "%64
樹ൽ下で

はない
˓

護岸ࡐ
̗

６次 k8ŋk7
、ଘ長5.45m
33ᶲܘ大࠷
（ਊࡐ࣋）

̎区 護岸ࡐ
ΧΤσଐ

（落༿広༿
樹）

˓ 104 #$30
樹ൽとはҧ
うʁෳࡶに
೧れている

˓

護岸ࡐ
̘

６次 l8ŋk8
、ଘ長4.4ｍ
27ܘ （ɸਊ

（木ؙ࣋
̎区 護岸ࡐ

コφϥଐΞ
ΧΨシѥଐ
（ৗ広༿

樹）

ର外
樹種ෆ
ద（年ྠ
幅大）

護岸ࡐ
̙

６次 k9ŋk8
ଘ長4.45

ｍ、27ܘᶲ
（ϛΧンׂঢ়）

１区・
̎区

護岸ࡐ

コφϥଐΞ
ΧΨシѥଐ
（ৗ広༿

樹）

ର外
樹種ෆ
ద（年ྠ
幅大）

護岸ࡐ
̚

６次 m5ŋm4
、ଘ長5.6ｍ
35 （ɸਊࡐ࣋）

３区・
４区

原Ґஔ 護岸ࡐ
ΤϊΩଐ

（落༿広༿
樹）

˓ 115 "%1

外෦は年࠷
ྠとࣼަ、
外年ྠは࠷
別にあるʁ

˕

護岸ࡐ
̛

６次 n4
、ଘ長2.3ｍ
˞ਤ20ܘᶲ

（ਊؙ࣋木）
４区 護岸ࡐ

（落༿広༿
樹）

ʷ 　
ほ΅樹ൽ
下

ᶃ ６次 l6l7 ３区 4862 ˚ 29 #$66˞ 樹ൽき

ᶄ ６次 l6ŋl7 ３区 4862 ˚ 25
̖̙32

˞
樹ൽ下 ˕

ᶅ ６次 l6ŋl7 ３区 4862 ˚ 25 #$171˞ 樹ൽ下

ᶆ ６次 l6ŋl7 ３区 4862
πバΩଐ能

代
4.Z-464 

ʷ
年代ܾ
ఆෆՄ

樹ൽۙく

ᶇ ６次 l6ŋl7 ３区 4862 ˓ 88 #$400 樹ൽԕいʁ

ᶈ ６次 k6aŋd ３区 4ᶠ56　 ʷ
年代ܾ
ఆෆՄ

樹ൽ下

ᶉ ６次 l6ŋH6 ３区 上層 ʷ
年代ܾ
ఆෆՄ

樹ൽ下

ᶊ ６次
l4̱ŋｍ

4̰
４区 ̨ᶠ61

νドリϊΩ
能代

4.Z-436 
˚ 34 　 樹ൽき ˕

ᶌ ６次
l4̱ŋｍ

4̰
４区 4ᶠ61 ˚ 20

#$204  
˞

樹ൽ下

ᶍ ６次 ｍ4̰ ４区 ᶜ層
ώϊΩ
能代

4.Z-341 
˓ 81

"%162
　

樹ൽۙく ˕

4951の下
層であり
4%22-４区
６層

ᶎ ６次 ｍ4̰ ４区
ᶚ層下

層
ʷ

年代ܾ
ఆෆՄ

樹ൽۙいʁ
࣮測ᶺ#-33
地区ׂ修正

ᶏ ６次 m4 種子 ４区
護岸ࡐF

上
ʷ ʕ ʕ ʕ ˕

上シࡐ&
ルτࠞ砂層
に種子集積

ᶐ ６次 土器化物 ４区 ᶜ層 土器175 再測ఆ 樹ൽԕいʁ ˓

ද６　下水主遺跡̨̙22出土木ࡐ・種子　年代ੳ一ཡ
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編１　京都府南෦、城陽市下水主遺跡の発掘調査で

いだされた弥生時代の൙ཞྲྀ路とͦの埋積物ݟ

増田富士雄（京都大ֶ名༪教त）

̍ɽ͡Ίʹ

京都府の南෦、城陽市のʮ下水主遺跡ʯは、木津川下ྲྀのӈ岸ۙくの地にҐஔする（第１ਤ）

ೄ文時代から古墳時代、飛鳥時代、中世からۙ世の遺跡である（京都府埋蔵文化財調査研究セン

ター2014、2015）。下水主遺跡において2014年の発掘調査のࡍにݟいだされた長さ33ｍ、幅10～

11ｍの溝とͦのଯ積物を調た݁Ռ、この溝は弥生時代のՏ川ߑ水の൙ཞྲྀが地上をྲྀれたྲྀ

路跡、ʮ൙ཞྲྀ路ʯで、ͦの後古墳時代までのଯ積物で埋積されており、ͦの一෦は人の手が加

わったଯ積物であることがわかった。この報告では、これまでわがࠃでは報告がগない൙ཞྲྀ路

にͭいて木津川下ྲྀ域のものを含めて介し、調査݁Ռから判ったଯ積物の特と埋積༷式にͭ

いてड़る。

̎ɽ ൙ཞྲྀ࿏

ʢ̍ʣ൙ཞྲྀ࿏ͷଯੵϞσϧ

Տ川の増水によってՏ岸のఅをӽえて

水ྲྀがҲれ出したり（ӽྲྀ）、時にはఅߑ

がܾյし（ഁఅ）、ͦこからߑ水ྲྀが൙ཞ原

の地にྲྀれ出したりする（൙ཞ）。ഁఅし

たఅの土砂は、ഁఅしたすぐۙくの内水

域にઉঢ়の高まりをͭくってଯ積する（第̎

ਤ）。このଯ積地形をഁఅϩーϒ（DreWaTTe 

Tplay lobe）とݺͿ。ഁఅ地形のଯ積Ϟσル

は1erez-"rluDea and 4mith （1999） や

#riTtow et al. （1999）などによって示され、

#ridHe （2003） や#ridHe and %emiDDo 

（2008）などの地形の教Պ書に介されてい

る。これらのϞσルは大のՏ川ߑ水によ

る൙ཞ、すなわち൙ཞが長時間ܧଓするߑ

水をରにͭくられているため、ഁఅ地形

の൙ཞ原ଆが水域としてද示され、ͦの水

域に土砂がσルタঢ়にଯ積するϞσルにな

第１ਤ　木津川下ྲྀ域のྲྀ路ࡍのඍ高地（ന৭෦）と地
にる൙ཞྲྀ路跡（ೱփ৭ۂઢ）と下水主遺跡のҐஔ（ؙ
印地）　ྲྀ路跡はɼ大・ٱอ（1993）ɼୢາ（1996）ɼ
২村（1999）から࡞成ɽࠃ土地理Ӄ発行2.5ສの１ਤ幅に
加චɽ
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っている。わがࠃの場߹、ߑ水൙ཞྲྀの

ྲྀ出は時間に集中するので、൙ཞ時に

は൙ཞ原はף水するものの期間で水は

Ҿいてしまう。この場߹、൙ཞྲྀはͦの

一෦にྲྀれが集中して、ͦこが溝ঢ়に৵

৯してʮ൙ཞྲྀ路ʯ（DreWaTTe Dhannel）が

できる。൙ཞྲྀ路はऄ行やذしてྲྀれ、

ઌࡉりになってফ໓する（第̎ਤ）。൙ཞ

ྲྀ路にはͦの後、ܾյՕ所のఅが再構

ஙされるまで、増水のたͼに܁りฦし൙

ཞྲྀがྲྀれる。ͦしてఅの修෮あるい

はࣗવݱによるഁఅՕ所での土砂ଯ積

やྲྀ路のมߋによってྲྀ路の൙ཞがࢭ

まり、ྲྀ路跡が地にされる。

ʢ̎ʣͷ൙ཞྲྀ࿏

木津川は古くから൙ཞがසൟにىこるれ川としてられ、特に大きく۶ۂする下水主遺跡の

あるۙではͦのࠟ跡や記録が多い（水戸1990、大・ٱอ1993、২村ほか2007、鈴木2008）。ݱ

在でも木津川ではՏ道の۶ۂ෦で土砂のଯ積࡞用が著しく、ഁఅしқいঢ়گにある（増田ほか

ঢ়に構ஙするހ戸時代のഁఅ修ஙは、ഁఅしたఅの内水ଆに新しいఅをᭉঢ়やԁߐ。（2016

ํ法で行った（伊藤1994）。木津川をみるとఅがᭉঢ়になって内水ଆに出っுった修ஙՕ所とࢥ

われるとこΖがみられる（第１ਤ）。

২村（2007）は木津川下ྲྀ෦には൙ཞ

でできたと考えられる砂ଯがෳ認

められることを示している（第１ਤ, Տ

道のന৭෦）。ͦの多くはഁఅϩー

ϒだとࢥわれる。また、東ほか（2009）

は下水主遺跡のすぐ北西のඍ高地（第

１ਤ）をഁఅ地形として報告している。

1948年ࡱӨのۭ中ࣸਅでは、京田辺

市大ॅの北ํの木津川ࠨ岸のഁఅ෦の

修ஙと考えられるᭉঢ়のఅの内水ଆ

に、ࣸਅでのࣹが大きい（水は͚が

ྑい、砂や砂からなる）ഁ అϩーϒ地

形が認められる（第３ਤ）。このഁఅϩー

ϒ上にはڕ田遺跡があり、ͦの発掘調査

第̎ਤ　ഁఅにって形成される地形発ୡϞσル
ഁఅϩーϒや൙ཞྲྀ路が特ɽ1erez-"rluDea and 4mith 

（1999）をվมɽ断面ਤのスέールは平面ਤと一கしないɽ

第３ਤ　木津川下ྲྀࠨ岸のഁఅϩーϒと൙ཞྲྀ路跡
　1948年ࡱӨのۭ中ࣸਅに加චɽഁఅϩーϒ上にはڕ田遺跡
があるɽ൙ཞྲྀ路跡のτϨース（ന৭ۂઢ）ɽa-b（ന৭ഁઢ）
は第４ਤの地࣭断面Ґஔɽ
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では特తなഁఅଯ積物が報告された（増田ほか2008）。このϩーϒ地形は大ๆ砂ଯ（২村2007）と

ໆڊ）年のʠ大ॅϨʡ（ݩສԆ）อ（1993）は1860ٱ・ばれる。ͦの形成時期にͭいて、大ݺ

土地վྑ区1962）に、২村ほか（2007）はߐ戸時代後期かͦれҎ߱、田辺町教ҭҕһ会（1997）は

。水でͭくられたとしているߑ年の大（29࣏໌）1896

このഁఅϩーϒからはऄ行して北西ྲྀするྲྀ路跡が、ཬׂとはҟなった水田のஔなどから

ࣝ別される（第１・３ਤ）。このྲྀ路跡は地形ྨや土地利用ਤではʮچՏ道ʯ、すなわちੲに木

津川がͦこをྲྀれていたࠟ跡とされている（ୢາ1996、大・ٱอ1993、২村1999）。この地域の

地下地࣭を、地൫報σータϕース（関西ݍ地൫報ωοτϫーΫ・関西ݍ地൫報ٞڠ会ఏڙ）

を用いて調ると、چՏ道とされた地下にはట層がし、ݱ在の木津川の地下にするްい

砂層のようなものはݟたらない（第４ਤ）。このことからこのྲྀ路跡はچՏ道ではなく、ߑ水

ྲྀがͭくりだした൙ཞྲྀ路だといえる（増田ほか2008、*to et al., 2011）。このྲྀ路が木津川ຊྲྀ

のࠟ跡でないことは、ͦのऄ行長が800～1000ｍとຊྲྀのͦれよりいことからもいえる。な

ͥなら、Տ川のऄ行長はͦのߑ水ྲྀྔ

や平ྔྲྀۉと関係するので、このྲྀ路を

ͭくった水ྔはຊྲྀのߑ水ྲྀྔよりも

小さかったといえるからである。

ちなみに໌ݩ࣏年に͚ସえられる

までのچ木津川の࠷下ྲྀ෦（第１ਤࢀ

র）の地下には砂がްくし、ٯに

新しいՏ道の地下には砂が認められ

ない。また、൙ཞྲྀ路が発ୡした地下、

ඪ高３～10ｍにみられる断面がϨンズ

ঢ়でࡉ長く۶ۂしてする砂層（第

４ਤ）は、中世Ҏ前のڊໆが広くઙか

第４ਤ　൙ཞྲྀ路跡の地下ද層地࣭断面ਤ
断面Ґஔは第３ਤのa-b（ന৭ഁઢ）にද示ɽ木津川の地下にはްい砂層があるのにରしɼ

൙ཞྲྀ路の地下には൙ཞ原ట層がするɽ関西ݍ地൫報σータϕースから࡞成ɽ

第̑ਤ　1981年ҵ城ݝ小貝川のഁఅにった൙ཞྲྀの主ྲྀ路
田ޱ・吉川（1983）によるɽ第１ਤの木津川
下ྲྀ域のྲྀ路跡にスέールや形ଶがࣅるɽ
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った時期に発ୡした鳥᪇ঢ়三֯भのྲྀ路跡である（*to and .aTuda,2012）。

൙ཞྲྀがどのようにྲྀれるかはྑくられていない。田ޱ・吉川（1983）は1981年̔月にҵ城ݝ

の小貝川がఅܾյしたࡍの൙ཞྲྀの主ྲྀをਤ示している（第̑ਤ）。ͦの形ଶやスέールをみる

と、木津川の൙ཞྲྀ路とよくࣅていることがわかる。ͦの特は、ऄ行すること、ྲྀ路がذす

ること、ઌࡉりしてઌがෆ໌になる（ઙくなるʁ）ことなどである。

̏ɽԼਫओ遺跡ͷ൙ཞྲྀ࿏

ʢ̍ʣྲྀ ࿏ܗଶ

城陽市水主倉貝・宮馬場の下水主遺跡（第１ਤؙ印地）の第４・６次調査でݟいだされた溝は、

長さ33ｍ、幅10～11ｍ、溝ఈの幅̑～̑ｍ、ਂさは約2ｍの舟ఈঢ়を示す（第６ਤ"）（京都府埋蔵

文化財調査研究センター2014）。溝は東西にԆͼ、西は北北西から東は南東と北にತの؇

いΧーϒをඳくྲྀ路である。埋積物のଯ積構（༿理構）からਪఆしたこのྲྀ路にお͚るྲྀれの

ํ向は、西から東である。すなわち、100ｍఔすぐ西をྲྀれる木津川に͗ࠐΉྲྀࢧՏ川のྲྀ路

ではなく、木津川から東にྲྀれでた൙ཞྲྀ路と考えられるのである。ैって、発掘地でのྲྀ路は

南ଆ（ӈ岸）がࣼ面、北ଆ（ࠨ岸）がܸࣼ߈面にあたる。

ʢ̎ʣຒੵ༷ࣜ

ྲྀ路の南北断面（第６ਤ"のྲྀ路内にされた土層断面）（第̓ਤ"）で、ͦの埋積層の構をみ

ると、埋積は南ଆから北ଆにॱ次、ଆํ加されている。この༷式はՏ川のࣼ面でのଯ積༷

式（増田1988）とಉじである。すなわち、このྲྀ路の۶ۂ෦ではͦのࣼ面を෴うようにଯ積が

行われていったことがわかる。

しかし、このଯ積は一ൠతなՏ道のͦれとはҟなることが、ͦ の内෦構（地層ڥ界のτϨース）

からわかる（第̓ਤ#・$）。൙ཞ原ట層を削ണした࠷ॳのഁఅߑ水ྲྀ͔Βͷଯੵʢୈ̓ਤ̘ͷ̍

Bʣʹ ྲྀૈཻ࠭ࡉؚ͕·Εͯおり、この෦がいちばんૈཻとなっている。ͦして上

Ґに向かっては中ཻ砂層からཻࡉۃ砂層を含Ήట࣭層になっている（第̓ਤ$の１b層）。ここで

はこうしたଯ積Ϣχοτがさらに̎ͭॏなり（第̓ਤ$の̎a・̎b層と３a・３b層）、どのϢχο

τでも下෦がૈཻになっていてͦこにྲྀ木などが含まれる（第６ਤ$）。このことは࠷ॳのഁఅに

よるߑ水ྲྀで൙ཞྲྀ路ができ、増水のたͼにු༡した砂がྲྀれࠐみͦれがࣼ面上で小さなう

ねり地形のΧϨンτ・リοϓルをͭくり（第６ਤ$・&）、ͦの上をු༡టが෴って埋積していっ

たことを示している。また、これらの各層はట層のଯ積から࢝まる上ํૈཻ化（ٯάϨーσΟンά）

層となっており（第６ਤ#・$）、Տ川のߑ水൙ཞଯ積物の特（増田・伊屋1985、増田1999、鈴

木2000）を示している。 

とこΖがこうしたࣗવঢ়ଶでのଯ積༷式は్中（第̓ਤ$の４層）からม化する。ͦこでは増水

時にු༡してࣗવଯ積したٯάϨーσΟンάを示す砂層を含Ή（ྫえば、第̓ਤ̘の４a層下෦や

第̓ਤ"の砂ੳࢼྉ࠾औ地６ۙ）が、地層面がෆࣗવにತԜで、ଯ積物શ体がཚされたり、

ಥきݻめられたりしたような೪土層（第６ਤ%のｍ、第̓ਤ$の４̱層）や、ྲྀ路ఈに護岸のため
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にෑ設されたとࢥわれる樹木（第６ਤ%の͆）やいࢬがີ集した層（第６ਤ%の̶）などがみられ

る。ͦれらの樹木は護岸ࡐとして、ࢬをଧちってྲྀれに平行にめてஔかれたり、ࢬや༿を

り土下層にෑいたり（ෑ༿法）したものとਪఆされている（京都府埋蔵文化財調査研究センター

2018）。また、ۃにԜತした地層ڥ界面の上に、基൫の൙ཞ原ట層がϒϩοΫঢ়になってऔり

વঢ়ଶのଯ積でないことがわかる。すなわち、こࣗ、（面基෦ܸࣼ߈えば、第６ਤ"のྫ）まれࠐ

の෦から北ଆの埋積後のଯ積物には人の手が加わっているとࢥわれる。このことはྲྀ路の断

面形（第̓ਤ"）をみてもわかる。南ଆのࣼ面のଯ積物のࣼからすると、北ଆのܸࣼ߈面は

第６ਤ　下水主遺跡のྲྀ路とଯ積物
άϨーσΟンά構を示す൙ཞ砂層ɽట層ٯ在するڬいだされた൙ཞྲྀ路の༷子ɽ#：൙ཞ原ట層にݟ："
にはΞシのࠜ跡（ൗ）がみられるɽࣸਅのԣ幅は約55Dm、̘：上ํૈཻ化層のॏなり（ന印）からなる൙
ཞྲྀ路の埋積物ɽ第̓ਤの̎aから̎bの෦ɽࣸਅのԣ幅は約70Dmɽ%：人վมが行われたと考えられ
る෦ɽｍはಥきݻめられた೪土層ɽ̶はંられた小ࢬがີ集した層ɽ͆は護岸のためめられた樹木ɽ
ࣸਅのԣ幅は約2.4mɽ&：ΧϨンτ・リοϓル༿理ཻࡉ砂層ɽࣸਅのԣ幅は45DmɽF：下水主遺跡ۙく（京
田辺のۙమమ橋下ྲྀ）の木津川ຊྲྀ෦の砂ଯɽ中を含Ή砂からなるɽ
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もっと֯ٸでඇରশになるのが一ൠతである（増田・岡࡚1983、増田・伊屋1985、増田

1988）。しかし、この断面ではܸࣼ߈面ଆが؇いࣼで、શ体が舟ఈܕのରশతな形になっている。

ͦれは、人の手で護岸をしてྲྀ路をՏ川の水路（舟だまりなど）として֬อするため（ʁ）、ྲྀ路

ఈをᔱᕕしྲྀ路の北ଆを֦幅した（ྲྀ路幅をｍ広͛た）݁ Ռと૾できる。だが࠷後にはͦのྲྀ

路も൙ཞු༡土砂（ట）で埋もれ、水路がอ࣋できずに์غしたのであΖう。ྲྀ路の埋積物のほど

んどがුྲྀ物࣭からなるཻࡉ物࣭であることから考えると、ࣗવঢ়ଶの൙ཞྲྀ路ではͦの形は࠷

ॳの大きな൙ཞ時にほ΅出来上がり、ྲྀ路のଆํҠಈ（ऄ行の発ୡ）はなかったとࢥわれる。

൙ཞྲྀ路のみられる層४の上Ґには、ްさ１ｍఔのట層がみられる。ͦのట層にはްさDm

Ҏ下の൙ཞଯ積物のٯάϨーσΟンά層（増田・伊屋1985）が水平にڬまれる。この൙ཞ原ଯ積

物にはΞシのܪやࠜのࠟ跡がる（第６ਤ̗）。またଯ積した൙ཞ砂を水田にす土地վྑである

ʠఱ地ฦしʡのࠟ跡も認められる。この水平ଯ積したట層は木津川のՏ道での土砂ଯ積にい人

間がఅをかさ上͛しิڧした݁Ռ、ӽྲྀはするがഁఅしにくくなり、൙ཞ原でのްいట層の形

成というଯ積༷式にม化した݁Ռである。木津川のՏচ上ঢにうఅのかさ上͛は、ߐ戸時代

前期Ҏ߱、׆発に行われた（増田2007）。ͦの݁Ռ、ഁఅを特としていた൙ཞ༷式がม化し、い

ったんഁఅすると、木津川下ྲྀࠨ岸の൙ཞ原にみられるような大規模なഁఅと൙ཞྲྀ路形成とい

うݱになったのである。弥生時代のࠒの木津川はఅもߐ戸時代Ҏ߱ほど高くなかったといえ

るので、ഁఅや൙ཞのසは多く、小さな増水でも൙ཞしたとࢥわれる。

第̓ਤ　൙ཞྲྀ路のࣗવଯ積෦の構
"：൙ཞྲྀ路の断面ɽ第６ਤ"のྲྀ路中ԝの断面ɽॎ・ԣスέールがҟなることにҙɽ#・$：ࣗ વଯ積෦（"
の#・$印ൣғ）のτϨースと地層区ɽ"・#中の小さな（20～1）ࣈのനؙはɼཻ ੳࢼྉの࠾औ地ɽ
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今ճ調査した൙ཞྲྀ路のଯ積物や遺物の年

代（京都府埋蔵文化財調査研究センター2018）

からਪఆすると、弥生時代中期後に発生し

たߑ水ഁఅでͭくられたこの൙ཞྲྀ路は、増

水のたͼに埋積されていき、次第に木津川に

しくなり、弥ݫがる水路として֬อするのがܨ

生時代中期には人の手で護岸や֦幅が行わ

れたが、古墳時代ॳ಄には埋積し์غされて

しまったといえる。このことは、この木津川

地域ではࣗવঢ়ଶならば、この規模の൙ཞྲྀ

路は100年Ҏ下で埋積してしまうことを示し

ている。ちなみに、下水主遺跡の今ճの調査

地域の約600ｍ北ํの調査地（第１ਤの̣地）

でݟいだされたೄ文時代の൙ཞྲྀ路（京都府埋

蔵文化財調査研究センター2015）では、幅約30

ｍ、ਂさ３ｍఔの大きなऄ行したྲྀ路が700年

ఔで埋積されており、൙ཞྲྀ路の埋積はҙ

外といことがわかる。

ʢ̏ʣଯੵͷཻಛੑ

このྲྀ路がഁఅによる൙ཞྲྀでͭくられた

ことは、ଯ積物からもいえる。発掘地ۙ

の木津川は砂ଯが発ୡし（第６ਤF）、Տচ物

࣭は中を含Ή砂で、ͦの平4.5- ܘཻۉ～

-3.5П（̎～３Dm）である。ͦれにରしてこのྲྀ路では、టがӽし、ૈཻଯ積物としては、基ఈ

にまれにࡉがࢄ在するが、ほとんどが中ཻ砂（平0.5ܘཻۉ mmҎ下）で、埋積物の上෦はさら

に小さいཻࡉからཻࡉۃ砂（平0.1～0.2ܘཻۉmm）しかݟいだすことができない（第̔ਤ）。すな

わち、ྲྀ 路ఈଯ積物を含めてશ体がటཻ࣭ࡉ物࣭からなる埋積物であるということから考えても、

このྲྀ路はՏ道跡ではないことがわかる。しかも、ྲྀ 路ఈの砂はڃが小さくཻܘがྑくଗい、

Ϟード値がૈいํにدってઑが大きい特తなཻ特性を示す砂である（第̔ਤ）。これはຊྲྀ

でのྲྀ運ൖされたものではなく、ഁఅにったあるఔのڧさのྲྀれでුྲྀした砂から積し

たものとઆ໌できる。ࣼ面でΧϨンτ・リοϓル༿理を構成する砂は、ු༡から積しͦこ

でྲྀ運ൖされた、と考えられるڃがややѱく、ややૈいํにϞード値がدる砂を示し

（第̔ਤの中下෦）、ߑ水時にΠϕンτతに運ばれたことを示している。

これまでにड़てきたような൙ཞྲྀ路の埋積༷式やͦのଯ積物は、Տ川の三日月ބなどの์غ

ྲྀ路の埋積（増田・伊屋1985、増田1988）にࣅている。しかしܾఆతにҧうのは、ྲྀ路ఈにཹ

第̔ਤ　൙ཞྲྀ路のଯ積物のཻ特性
平ܘཻۉɼڃɼɼઑのද示はɼ߱ࣗܕ
ಈཻੳの݁ՌからɼFork and 8ard （1957）のํ
法でٻめたཻ特性値ɽ（20～１）ࣈのαンϓル࠾
औҐஔは第̓ਤにද示ɽ埋積層の基ఈ෦ɼ中下෦ɼ
上෦でཻ特性にҧいが認められるɽ



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-ùüû-

するϥάଯ積物の砂層のଘ在の༗ແである。์ྲྀغ路の場߹は、์غされるҎ前はͦのྲྀ路が

ຊྲྀのՏ道であったということ、൙ཞྲྀ路の場߹はഁఅによって൙ཞ原上に൙ཞྲྀがྲྀれてͭく

られたため、ྲྀ路ఈにՏচ（砂ଯ）を構成するようなૈཻ物࣭がݟられないということである。

̐ɽ ͓ΘΓʹ

京都府南෦の木津川Տ൞地にある下水主遺跡の発掘調査でݟいだされた溝は、わがࠃではほ

とんど報告ྫがないՏ川のʮ൙ཞྲྀ路ʯ跡である。ここではͦのଯ積物や埋積༷式にͭいて報告

した。൙ཞྲྀ路はऄ行し、ذし、ઌはࡉくઙくなってফ໓すること、ऄ行ྲྀ路では、ॳ期に

はଆํ加によって上ํૈཻ化（ٯάϨーσΟンά）層のߑ水ଯ積物が増水のたͼにྦྷ積し、次第

にཻࡉ化して埋積され、ऄ行のଆํ成長はなかったこと、൙ཞྲྀ路の基ఈにはかってのૈཻなՏ

চ物 （࣭ϥάଯ積物）が認められないことなどが特である。また、幅10ｍఔの൙ཞྲྀ路は

100年というൺֱతい時間に埋積されてしまうことがわかった。

こうした൙ཞྲྀ路はわがࠃのՏ川には多くみられることが期される。ͦれはࣗવఅが発ୡ

した下ྲྀ域のՏ川ではなく、ܹٸな増水と大きな土砂ྲྀ出して൙ཞが発生する中ྲྀ域のՏ川に多

いとࢥわれる。これまでچՏ道としてѻわれてきた各地のྲྀ路跡を再検౼するඞ要があΖう。

ँࣙ

ද層地࣭のղੳに用いた地൫報σータϕースの利用ڐՄをいた関西ݍ地൫報σータϕー

ス運Ӧ機構にँҙをදします。
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編̎　ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代測ఆ

中塚　武・李　貞・對馬あかね・佐野雅規（૯߹地ֶڥٿ研究所）

　ɹ͡ɹΊɹʹ

　下水主遺跡の弥生・古墳時代の地層からは、広༿樹と༿樹のさま͟まな樹種からなる大ྔの

木ࡐが出土しており、ͦ れらの木ࡐの年ྠ年代を、新しく։発されたࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代法（中

塚2015）を使って、１ͭ１ܾͭఆすることができれば、֘遺跡の構ங年代やͦのܧଓ期間を૯

߹తに໌らかにしていく上で、ۃめてॏ要な報がಘられるՄ能性がある。ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年

代法とは、ྫえばۙـ地ํから中෦地ํといった広域の地域内において、木ࡐの年ྠに含まれる

セルϩースのࢎૉಉҐ体ൺが、֘地域内のՆの߱水 （ྔ正֬には૬ର࣪と߱水のࢎૉಉҐ体

ൺという̎ͭのؾֶత因子）の経年มಈをөして、樹木の種ྨやݸ体のҧいに関わらず、ۃ

めてྑくࣅた経年มಈύターンを示すことを基ຊ原理とする、新しい年ྠ年代法である。このํ

法を使えば、ྫえば京都府の樹ྸे年の広༿樹ࡐの年ྠࢎૉಉҐ体ൺの経年มಈύターンを、

年ྠ年代がطにかっている長野ݝの樹ྸの長い༿樹ࡐからಘられた年ྠࢎૉಉҐ体ൺの経年

มಈύターンとൺることで、ͦの年ྠ年代をܾఆすることができる。࣮ـۙ、ࡍ地ํから中෦

地ํでは、ώϊΩやコϠϚΩなどの༿樹のݱ生木ٴͼ埋木を使って、ա̎ڈઍඦ年間に

って、طに年ྠࢎૉಉҐ体ൺのඪ४มಈۂઢが࡞られてきており、京都府の下水主遺跡にお͚

る出土木ࡐの年ྠ年代のܾఆに利用できるঢ়گがっていた。

　第߲̍ɹੳʹͨ͠ڙࢿࡐྉͱੳͷํ๏

　年ྠセルϩースࢎૉಉҐ体ൺのੳにڙした出土ࡐは、ʮ護岸ࡐʯと認ఆされた大ܘ木４と、

ʮ護岸ࡐҎ外ʯの木12ࡐである。ද1に、ੳにڙしたࢿྉの発掘ঢ়گなどの報の一ཡを示す。

木ࡐはશてԁ൫の形でఏڙされた。ʮ護岸ࡐҎ外ʯの12の中で、樹ൽや樹ൽ下の年層が֬認

できたものにͭいては、中৺から樹ൽ下の年層までをੳにڙし、֬認できなかったものにͭ

いては、年ྠの形ঢ়からみて࠷も外ଆにҐஔすると判断できる年層までをੳのରとした。ʮ護

岸ࡐʯの４にͭいては、大ܘ木でありԁ൫断面の研ຏができなかったので、年ྠの形ঢ়がશ体

తにෆ໌ྎであった。ͦれΏえ、ʮ中৺ʯとʮ中৺からのڑが一番れている外प෦ʯを݁Ϳ

ઢ上の年ྠをશてੳのରとした。ʮ護岸ࡐʯの中で、࠷ऴతに認ఆできた年層の中には、樹

ൽもしくは樹ൽ下の年層は含まれていなかったが、年ྠԁ൫の形ঢ়がほ΅ԁ形にۙかったこと、

外年࠷のੳࡐできた૯年ྠがͦれͧれඦ年ఔであったことを考ྀすると、護岸ܭ、ͼٴ

層から࣮ࡍの樹ൽまでの間に、े年Ҏ上の時間の間ܺはないものとਪఆできる。

各年ྠԁ൫からは、中৺から外पまでを含Ή冊ঢ়のϒϩοΫをڒでり出したあと、各ϒϩ

οΫから木ޱ面（木ࡐણҡのํ向に֯な面）に平行なްさ１mmの木ࡐബ൘をり出し、年ྠの
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形ঢ়を֬認するため、まず木ࡐബ൘のը૾をऔಘした。ͦのあと、,aHawa et al. （2015）のํ法

で、ѥԘૉࢎφτリϜ༹ӷによるʮリάχンのղʯと水ࢎ化φτリϜ༹ӷによるʮϔϛセ

ルϩースとリάχンղ物のআڈʯを行った後、セルϩースだ͚となったബ൘を中和してから、

ౚ݁ס૩によってബ൘の水をআڈした。ͦの後、再ͼセルϩースബ൘のը૾をऔಘして、年ྠ

の形ঢ়を再֬認し、ਫ਼ີΧοターφΠϑを用いてݦඍڸ下で、セルϩースだ͚となった年層をͦ

れͧれ100ʵ300Ж̶になるように１年ྠずͭり出し、ۜഩにแんで、ࢎૉಉҐ体ൺ測ఆ用のࢼ

ྉとした。化ֶॲ理の前後でऔಘした各木ࢿࡐྉのը૾を、ਤ１～16に示す。ۜഩにแまれたセ

ルϩースのࢎૉಉҐ体ൺは、αーϞϑΟοシャーαΠΤンςΟϑΟοΫ社のղݩૉੳܭと

ಉҐ体ൺ࣭ྔੳܭのΦンϥΠンஔ（T$&"/%elta 7）を用いて測ఆした。各αンϓルのࢎૉಉ

Ґ体ൺ（180/1604".1L&）は、ࡍࠃඪ४物࣭である*"&"の74.08（7ienna 4tandard .ean 0Dean 

8ater）のࢎૉಉҐ体ൺ（180/16074.08）にରするઍภࠩの形で、Ҏ下のようにදす。

  Ў180 ʹ <（180/160）4".1L&/（180/160）74.08 ʵ 1> x 1000 （̄）

ද１　ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代ੳにڙした下水主遺跡の出土ࡐのリスτ

ྉ໊ࢿ ࣈ ׂ۠ ঢ়ܗ 4%�� 
খ۠

4%��  
遺ߏɾҐ थछੳ ૉಉҐମൺଌఆࢎ

ݟྉͷॴࢿ

護岸ࡐ 
̖ ６次 k9  

k8

ଘ長 4.7m 
ܘ大࠷ 19ᶲ 

（ਊࡐ࣋）
１区 護岸ࡐ ϜΫϩδ 

（落༿広༿樹） 樹ൽ下ではない

護岸ࡐ 
̗ ６次 k8 

k7

ଘ長 5.45m 
ܘ大࠷ 33ᶲ 

（ਊࡐ࣋）
̎区 護岸ࡐ ΧΤσଐ 

（落༿広༿樹）
樹ൽとはҧうʁ
ෳࡶに೧れている

護岸ࡐ 
̚ ６次 m5 

m4

ଘ長 5.6 ｍ 
35ᶲ 

（ਊࡐ࣋）
３区・４区 護岸ࡐ 

（原Ґஔ）
ΤϊΩଐ 

（落༿広༿樹）

外෦は年ྠとࣼ࠷
外年ྠは別࠷、ަ
にあるʁ

護岸ࡐ 
̛ ６次 n4

ଘ長 2.3 ｍ 
˞ਤܘ 20ᶲ 

（ਊؙ࣋木）
４区 護岸ࡐ （落༿広༿樹） ほ΅樹ൽ下

ᶃ ６次 ʕ ３区 4862　" 樹ൽき

ᶄ ６次 ʕ ３区 4862　# 樹ൽ下

ᶅ ６次 ʕ ３区 4862　 樹ൽ下

ᶆ ６次 ʕ ３区 4862　$ 能代 4.Z-464 樹ൽۙく

ᶇ ６次 ʕ ３区 4862 樹ൽԕいʁ

ᶈ ６次 k6 ３区 4956　 樹ൽ下

ᶉ ６次 l6 
H6 ３区 上層 樹ൽ下

ᶊ ６次 m4 ４区 4861 
ᶜ層ᶃ 能代 4.Z-436 樹ൽき

ᶌ ６次 m4 ４区 4861 樹ൽ下

ᶍ ６次 m4 ４区 ˞ 4951 下層 
4%22 ４区ᶜ層 能代 4.Z-341 樹ൽۙく

ᶎ ６次 m4 ４区 4951 ᶚ層下層 樹ൽۙいʁ

ᶏ ６次 n4 ４区 樹ൽԕいʁ
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　第߲̎ɹܾఆͷͨΊͷσʔλղੳ

　年ྠセルϩースのࢎૉಉҐ体ൺから、年ྠ年代をܾఆするためには、ͦの経年มಈύターンを

年代があらかじめ正֬にかっている年ྠࢎૉಉҐ体ൺのඪ४มಈۂઢ（ϚスターΫϩϊϩδー）

とൺֱして、྆者が一கする年代を͚ͭݟるඞ要がある。具体తには、ରࢿྉの年ྠࢎૉಉҐ

体ൺのมಈύターンをϚスターΫϩϊϩδーの上にॏね、前者を後者の上で１年ずͭずらしなが

ら、྆者の一கを૬関係とݴう形でࢉܭしていくʮҠಈ૬関ղੳʯとݴうํ法をとる。྆者

が一கしているかどうかの判ఆは、র߹年ྠ（n）と૬関係（r）からࢉܭされる౷ྔܭである̓
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値が̑をӽえているかどうかを基४とし、まとめのද̎に示すように、護岸ࡐのうち３、護岸

のうち̎が、ͦの基४をΫリΞした。ਤ17～21にͦれら̑にͭいてのҠಈ૬関ࡐҎ外の木ࡐ

ղੳの݁Ռ、ٴͼ一க年代にお͚るϚスターΫϩϊϩδーとαンϓルの年ྠࢎૉಉҐ体ൺのมಈ

ύターンをॏねてද示する。尚、ϚスターΫϩϊϩδーには、これまでۙـ・中෦の広域からಘ

ਤ17　護岸ࡐ"とϚスターのҠಈ૬関（a）と一க年代での྆者のมಈύターン（b）

ਤ18　護岸ࡐ#とϚスターのҠಈ૬関（a）と一க年代での྆者のมಈύターン（b）
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ਤ19　護岸ࡐFとϚスターのҠಈ૬関（a）と一க年代での྆者のมಈύターン（b）

ਤ20　護岸ࡐҎ外ᶇとϚスターのҠಈ૬関（a）と一க年代での྆者のมಈύターン（b）

られている༿樹のσータを౷߹したものを用い、各ਤ（a）の年代には、ϚスターΫϩϊϩδー

の上にαンϓルのσータをॏね߹わせたঢ়ଶでのαンϓルの࠷外年ྠの年代のҐஔをද示した。

これら̑Ҏ外の木ࢿࡐྉは、（１）年ྠ（n）がগなく、૬関係が࠷も高くなる年代にお͚る

૬ରతに高い૬関係（r）が、ۮવの一கではないことが౷ܭతに֬ূできなかった、（̎）年ྠ
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ਤ21　護岸ࡐҎ外ᶍとϚスターのҠಈ૬関（a）と一க年代での྆者のมಈύターン（b）

（n）は多いものの、年ྠの認ఆがしく、ޡった年ྠ認ఆをしてしまったため、ਅの年代にお

͚る૬関係（r）がくなってしまった、のいずれかの理由から、今ճは年代ܾఆにはࢸらなか

ったものと考えられる。

　ਤ18において、一க年代にお͚る࠷外年ྠの年代30#$ （a）と、ࢿྉσータの࠷新の年代34#$ 

（b）がҟなるのは、࠷外年ྠۙのࢿྉのঢ়ଶがѱく、年ྠセルϩースがऔಘできなかったから

であるが、ͦの年ྠのଘ在ࣗ体は֬認できている。Ҏ下のਤ19～21でも、ಉ༷である。

 
ද̎ɽ下水主遺跡の出土ࡐのࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代ܾఆの݁Ռのまとめ（ࣼ体はࢀ考σータ）

ྉ໊ࢿ ϚελʔΫϩϊϩδʔͱͷ૬ؔ
ྠͷʣ֎࠷େʹͳΔʢ࠷͕ େ૬ؔ࠷ ଌఆͨ͠ྠ ̓

ࡐ؛ޢ " �� "% ����� 7� ��7� 

ࡐ؛ޢ # 3� #$ ����� 1�� ���1 

ࡐ؛ޢ & 1 "% ���3� 11� ���� 

ࡐ؛ޢ ' � � � �

ᶃ �� #$ ����� �� ��13 

ᶄ 3� "% ����7 �� ���7 
ᶅ 171 #$ ��7�1 �� ���� 
ᶆ � � � �

ᶇ ��� #$ ����� �� 7�11 

ᶈ � � � �

ᶉ � � � �

ᶊ ��� "% ����� 3� ��3� 
ᶌ ��� #$ ��7�� �� ��1� 
ᶍ 1�� "% ����7 �1 ���1 



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-ùýü-

ɹ·ɹͱɹΊ

、ૉಉҐ体ൺ年ྠ年代法で、今ճ年代がܾまった（ϚスターΫϩϊϩδーとのରൺにおいてࢎ　

̓値が̑をӽえた）のはੳした17中、̑にཹまったが、ද̎にはҠಈ૬関係（r）の࠷大値

の年代において、̓値が４をӽえたࢿྉの報もࢀ考までにද示した。ࢎૉಉҐ体ൺ年ྠ年代法

はະだ発ల్上の年代ܾఆ法であるが、ද̎の護岸ࡐ&と木ࡐᶍにͭいては、14$ΟάルϚον

ンά法によっても年代が測ఆされ、ͦれͧれ54#$～10"%、89～135"%（2М）の年代がಘられて

いる。この年代値は、護岸ࡐ&のࢎૉಉҐ体ൺ年代（１"%）とશに一கし、木ࡐᶍのࢎૉಉҐ

体ൺ年代（162"%）とも１～̎世لの日ຊにお͚る์ࣹ性ૉ年代の特घ性（ࡍࠃඪ४の14$ֱ正ۂ

ઢを用いると年代が50年ఔ古く出てしまう）を考ྀすると、やはりશに一கする。ࢎૉಉҐ

体ൺ年ྠ年代法は、年୯Ґの年ྠ年代がࢉܭできることはもちΖん、14$ֱ正ۂઢのະ֬ఆなঢ়

年ྠ年代のܾఆ法として14$ΟάルϚονンά法とൺて、文ࡐなども考え߹わせると、木گ

。通り、উるともྼらないํ法であることが、֬認されたࣈ

ݙ考文ࢀ

中塚　武（2015）：ࢎૉಉҐ体ൺがもたらす新しい考古ֶ研究のՄ能性ɽ考古ֶ研究ɼ62ɼ17ʵ30ɽ

"kira ,aHawa, .aTaki 4ano, TakeThi /akatTuka, TTutomu *keda and 4atoThi ,ubo（2015）："n optimized 

method for Ttable iTotope analyTiT of tree rinHT by extraDtinH DelluloTe direDtly from DroTT-TeDtional 

lathT, $hemiDal (eoloHy, 393 394, 16 25.
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編３　์ࣹ性ૉ年代測ఆ

     　ύϨΦ・ϥϘ".4年代測ఆάルーϓ

      伊藤　茂・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹

      　小林紘一・Zaur Lomtatidze・小林克也

̍ɽ͡Ίʹ

京都府城陽市の下水主遺跡から出土したࢼྉにͭいて、加器࣭ྔੳ法（".4法）による์

ࣹ性ૉ年代測ఆを行った。

̎ɽࢼྉͱํ๏

年代測ఆは、ΟάルϚονンάを行ったࢼྉが̎、୯体の์ࣹ性ૉ年代測ఆを行ったࢼ

ྉが６の、̔ܭである。いずれも̨̙22から出土している。

ΟάルϚονンάでは、護岸ࡐ&（ࢼྉ/o.１）の樹種はΤϊΩଐ、年ྠは116年で、࠷ऴ形

成年ྠはっていなかった。年代測ఆは外ଆから１～̑年ྠ（1L%-34405）、外ଆから56～60年

ྠ（1L%-34406）、外ଆから111～115年ྠ（1L%-34407）の３か所にͭいて行った。

また遺物/o.ᶍの生ࡐ（ࢼྉ/o.̎）の年ྠは144年で、࠷ऴ形成年ྠはっていなかったが辺

、っていた。年代測ఆは外ଆから１～̑年ྠ（1L%-34408）、66～70年ྠ（1L%-34409）෦がࡐ

136～140年ྠ（1L%-34410）の３か所にͭいて行った。

୯体の์ࣹ性ૉ年代測ఆは、護岸ࡐഎ後（南）下層から出土した生の༿（ࢼྉ/o.３：1L%-

34344）、断面３護岸ࡐ上から出土した生の種 断面３から出土し、（ྉ/o.４：1L%-34345ࢼ࣮）

た生ࡐ（ࢼྉ/o.̑：1L%-34656）、̨̭62断ׂ東น南෦上層から出土した生ࢼ）ࡐྉ/o.６：1L%-

34657）、護岸ࡐ#（ࢼྉ/o.̓：1L%-346578）、４区ᶜ下層から出土したᆵ෦外面ண化物（ࢼ

ྉ/o.̔：1L%-34659）の６である。なお、ࢼྉ/o.̓の樹種はΧΤσଐであった。生ࡐである

っていなかっऴ形成年ྠが࠷ྉ/o.̓ではࢼ、っていたがऴ形成年ྠが࠷、ྉ/o.̑と６はࢼ

た。

年代にͭいては、ࢼྉ/o.１・̎・̓ではࢎૉಉҐ体ൺ測ఆも行われており、ࢼྉ/o.１の࠷外

年ྠは"%１年、ࢼྉ/o.̎の࠷外年ྠは"%162年、ࢼྉ/o.̓の࠷外年ྠは#$30年を示している

。（রࢀૉಉҐ体ൺ測ఆの項ࢎ）

測ఆࢼྉの報、調製σータはද１・̎ のとおりである。ࢼྉは調製後、加器࣭ྔੳܭ（ύ

ϨΦ・ϥϘ、コンύΫτ".4：/&$製 1.5̨̙)）を用いて測ఆした。ಘられた14$ೱにͭいて

ಉҐ体別ޮՌのิ正を行った後、14$年代、暦年代をࢉ出した。
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̏ɽ݁Ռ

ද３・４にಉҐ体別ޮՌのิ正に用いるૉಉҐ体ൺ（Ў13$）、ಉҐ体別ޮՌのิ正を行

って暦年ֱ正に用いた年代値とֱ正によってಘられた年代ൣғ、׳用にैって年代値とࠩޡをؙ

めてද示した14$年代、ΟάルϚονンά݁Ռを、ද̑に୯体ࢼྉの暦年ֱ正݁Ռを、ਤに暦

年ֱ正݁Ռをͦれͧれ示す。暦年ֱ正に用いた年代値は下１ܻをؙめていない値であり、今後暦

年ֱ正ۂઢがߋ新されたࡍにこの年代値を用いて暦年ֱ正を行うために記ࡌした。
14$年代は"%1950年を基にしてԿ年前かを示した年代である。14$年代（yr#1）のࢉ出には、

14$のݮ期としてLibbyのݮ期5568年を使用した。また、記した14$年代ޡ （ࠩʶ1М）は、測

ఆの౷ࠩޡܭ、ඪ४ภࠩに基づいてࢉ出され、ࢼྉの14$年代がͦの14$年代ࠩޡ内にೖる֬

が68.2ˋであることを示す。

なお、暦年ֱ正、ΟάルϚονンά法のৄࡉはҎ下のとおりである。

ʦ暦年ֱ正ʧ

暦年ֱ正とは、大ؾ中の14$ೱが一ఆでݮ期が5568年としてࢉ出された14$年代にରし、ա

ݮ期のҧい（14$のݮ中の14$ೱのมಈ、およͼؾ場のมಈによる大࣓ٿや地ڧのӉઢڈ

期5730ʶ40年）をֱ正して、より࣮ࡍの年代値にۙいものをࢉ出することである。
14$年代の暦年ֱ正には0x$al4.2（ֱ正ۂઢσータ：*nt$al13）を使用した。なお、1М暦年代ൣ

ғは、0x$alの֬法を使用してࢉ出された14$年代ࠩޡに૬する68.2ˋ৴པݶ界の暦年代ൣғ

であり、ಉ༷に2М暦年代ൣғは95.4ˋ৴པݶ界の暦年代ൣғである。Χοコ内のඦの値は、

ͦのൣғ内に暦年代がೖる֬をҙຯする。άϥϑ中のॎ࣠上のۂઢは14$年代の֬を示

し、ೋॏۂઢは暦年ֱ正ۂઢを示す。

ʦΟάルϚονンά法ʧ

ΟάルϚονンά法とは、ෳのࢼྉを測ఆし、ͦれͧれのࢼྉ間の年代ࠩの報を用いて

出することによって、高ਫ਼ࢉも一கする年代値を࠷ઢのύターンがۂྉの年代ύターンとֱ正ࢼ

で年代値をٻめるํ法である。測ఆでは、ಘられた年ྠが֬認できる木ࡐにͭいて、１年ຖ

҃いは年をまとめた年ྠを用ҙし、ͦれͧれ年代測ఆを行う。ݸ々の測ఆ値から暦年ֱ

正を行い、ಘられた֬を࠷外ࢼྉと֘ࢼྉの中৺値のࠩだ͚ずらしてすてをֻ͚߹わ

せることにより࠷外ࢼྉの֬をࢉ出し、年代ൣғをٻめる。

̐ɽߟ

Ҏ下、2М暦年代ൣғ（֬95.4ˋ）にணして݁Ռを理する。

ΟάルϚονンάを行った、護岸ࡐ&（ࢼྉ/o.１：1L%-34405～34407）は、56 Dal #$-̔ Dal  

"% （95.4�）であった。これに̎年を加えて、࠷ऴ形成年ྠは54 Dal #$-10 Dal "% （95.4�）で、

ॳ಄の暦年代を示した。これは、弥生時代中期後༿～後期ॳ಄ل後１世ݩل～ࠒ中ل前１世ݩل

に૬する。

߹外年ྠは"%１年を示しており、測ఆ݁Ռと࠷ྉ/o.１のࢼ、ૉಉҐ体ൺ測ఆの݁Ռではࢎ
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తである。なお、このࢼྉは࠷ऴ形成年ྠがっていなかった。木ࡐの場߹、࠷ऴ形成年ྠ෦

を測ఆするとࢮރもしくはെ࠾年代がಘられるが、内ଆの年ྠを測ఆすると、࠷ऴ形成年ྠから

内ଆであるほど古い年代がಘられる（古木ޮՌ）。今ճのࢼྉは古木ޮՌのӨڹをड͚ていると考

えられ、࣮ 。された年代は、測ఆ݁Ռよりも新しい年代であると考えられる࠾もしくはെࢮރにࡍ

遺物/o.ᶍの生ࡐ（ࢼྉ/o.̎：1L%-34408～34410）は、89-135 Dal "% （95.4�）であった。これ

に̎年を加えて、࠷ऴ形成年ྠは91-137 Dal "% （95.4�）で、ݩل後１世ل～̎世ل前の暦

年代を示した。これは、弥生時代中期後༿～弥生時代後期に૬する。

外年ྠは"%162年を示しており、測ఆ݁Ռより࠷ྉ/o.̎のࢼ、ૉಉҐ体ൺ測ఆの݁Ռではࢎ

も新しい年代を示した。์ࣹ性ૉ年代測ఆでは、１世لから３世لは日ຊ産樹木がे～100 
14$ yr、系౷తに古いૉ年代を示すことがられている（4akamoto2003ʀ尾ቌ2009）。ͦのため

今ճ、*nt$al13（Ԥถ産樹木で࡞成）でֱ正した暦年代ൣғは、࣮ࡍの年代よりもे～100年ఔ

古いと考えられる。よって์ࣹ性ૉ年代測ఆでは、ࢎૉಉҐ体ൺの݁Ռよりも古い値を示し

たと考えられる。なお、このࢼྉは࠷ऴ形成年ྠがっていなかったが、辺ࡐ෦はっていた。

ͦのため、わずかに古木ޮՌのӨڹをड͚ていると考えられる。

୯体の์ࣹ性ૉ年代測ఆは、護岸ࡐഎ後（南）下層から出土したࢼྉ/o.３（1L%-34344）は39  

Dal #$-63 Dal "% （95.4�）で、ݩل前１世ل後～ݩل後１世ل後の暦年代を示した。これは、

弥生時代中期後༿～後期前༿に૬する。なお、ࢼྉは生の༿であり、測ఆ݁Ռは落༿年代に૬

する。

4eDtion３護岸ࡐ上から出土したࢼྉ/o.４（1L%-34345）は37-10 Dal #$ （10.5�）およͼ 3 Dal 

#$-68 Dal "% （84.9�）で、ݩل前１世ل後～ݩل後１世ل後の暦年代を示した。これは、弥

生時代中期後༿～後期前༿に૬する。ࢼྉは生の種࣮であり、測ఆ݁Ռは࣮݁年代に૬する。

南Ξθ南１から出土したࢼྉ/o. （̑1L%-34656）は41 Dal #$-57 Dal "% （95.4�）で、ݩل前１

世ل中ݩل～ࠒ後１世ل中ࠒの暦年代を示した。これは、弥生時代中期後༿～後期前༿に૬す

る。ࢼྉは生ࡐで、࠷ऴ形成年ྠを含めて測ఆが行われており、測ఆ݁Ռはࢮރもしくはെ࠾年

代に૬する。

̨̭62断ׂ東น南෦上層から出土したࢼྉ/o.６（1L%-34657）は36-30 Dal #$ （1.4�）、22-10 Dal 

#$ （4.0�）、3 Dal #$-77 Dal "% （90.0�）で、ݩل前１世ل後～ݩل後１世ل後の暦年代を

示した。これは、弥生時代中期後༿～後期前༿に૬する。ࢼྉは生ࡐで、࠷ऴ形成年ྠを含め

て測ఆが行われており、測ఆ݁Ռはࢮރもしくはെ࠾年代に૬する。

護岸ࡐ#（ࢼྉ/o.̓：1L%-346578）は153-142 Dal #$ （1.7�）およͼ112 Dal #$- 18 Dal "% 

（93.7�）で、ݩل前̎世ل中ݩل～ࠒ後１世ل前の暦年代を示した。

߹外年ྠは#$30年を示しており、測ఆ݁Ռと࠷ྉ/o.̓のࢼ、ૉಉҐ体ൺ測ఆの݁Ռではࢎ

తである。なお、このࢼྉは࠷ऴ形成年ྠがっていなかった。木ࡐの場߹、࠷ऴ形成年ྠ෦

を測ఆするとࢮރもしくはെ࠾年代がಘられるが、内ଆの年ྠを測ఆすると、࠷ऴ形成年ྠから

内ଆであるほど古い年代がಘられる（古木ޮՌ）。今ճのࢼྉは古木ޮՌのӨڹをड͚ていると考
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えられ、࣮ 。された年代は、測ఆ݁Ռよりも新しい年代であると考えられる࠾もしくはെࢮރにࡍ

４区６層下層から出土したᆵ෦外面ண化物（ࢼྉ/o.̔：1L%-34659）は65-176 Dal "% 

（91.0�）およͼ191-212 Dal "% （4.4�）で、ݩل後１世ل後～３世ل前の暦年代を示した。こ

れは、弥生時代後期の暦年代を示した。なお、測ఆ݁Ռはݩل後１世ل後～３世ل前であり、

。の年代よりもे～100年ఔ古いと考えられるࡍ࣮
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ද１　測ఆࢿྉおよͼॲ理
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ද̎　測ఆࢿྉおよͼॲ理

ද３　ࢼྉ/o.１の์ࣹ性ૉ年代測ఆ・暦年ֱ正・ΟάルϚονンάの݁Ռ

ද４　ࢼྉ/o.̎の์ࣹ性ૉ年代測ఆ・暦年ֱ正・ΟάルϚονンάの݁Ռ
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ද̑　์ࣹ性ૉ年代測ఆおよͼ暦年ֱ正の݁Ռ
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ਤ　暦年ߍ正݁Ռ
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編４　下水主遺跡から出土した弥生時代から
古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ木の樹種

　　　　　　　　　　　　　　　　　能城　修一（໌࣏大ֶ黒༾石研究センター）

　 　　　　　　　　　　　　　　　村上由美子（京都大ֶ૯߹博物ؗ）

　 　　　　　　　　　　　　　　　佐々木由香（໌࣏大ֶ黒༾石研究センター）

　 　　　　　　　　　　　　　　　小林　和貴（東北大ֶ২物Ԃ）

　 　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　三男（東北大ֶ২物Ԃ）

　

　̍ɽ͡Ίʹ

　京都府城陽市に所在する下水主遺跡から出土した弥生時代から古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ

木の樹種を報告する。遺跡は木津川のࣗવఅから後എ࣪地にҐஔしており、木製品ྨは#地

区の大溝̨̙22から出土した。ࢿྉの内༁は、木製品ྨ292、ࣗવ木170、ෆ໌61、樹ൽૉ

。525であるܭ߹の̎ࡐ

　

　̎ɽࢼྉͱํ๏

　樹種ಉఆは、木औりを؍した後、木製品ྨは出土木ࡐから、ࣗવ木はϒϩοΫαンϓル

から、ยਕΧϛιリをもちいてԣ断面、ઢ断面、์ࣹ断面のยをりऔり、ͦれをΨϜΫϩ

ϥール（๊水Ϋϩϥール50H、ΞϥϏΞΰϜค40H、άリセリン20ml、ৠཹ水50mlのࠞ߹物）で

෧ೖしておこなった。各ϓϨύϥーτには4.Z-1～561の番号（ୠし4.Z-466～500はܽ番）をし

てඪຊ番号とした。ඪຊは、林૯߹研究所の木ࡐඪຊݿにอされている。

　

　3ɽಉఆ݁Ռ

　ಉఆෆ能のものをআいたࢼྉ512中には、༿樹̓ྨ群と広༿樹44ྨ群の51ܭྨ群が

認められた（ද１）。Ҏ下には、各ྨ群のղֶతな記ࡌをおこない、代දతなඪຊのޫֶݦඍ

。を示すڌせてಉఆのࠜࡌਅをࣸڸ

　1ɽϞϛଐɹ"CJFTɹϚπՊ　ਤ１：1a, 1D（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-384）

　ਨ・水平樹ࢷ道をともにܽく༿樹ࡐૣ。ࡐから൩ࡐのҠ行は؇やかで൩ࡐのྔは多い。

野น孔は͝く小ܕのώϊΩܕ～スΪܕで１野に３～４ݸ、์ࣹॊࡉ๔のਨนには୯น孔が

著しい。

　�ɽίϠϚΩ 4DJBEPQJUZT WFSUJDJMMBUB ʢ5IVOC�ʣ 4JFCPME FU ;VDD� ίϠϚΩՊ　ਤ１：2D（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-

32）

　ਨ・水平樹ࢷ道をともにܽく༿樹ࡐૣ。ࡐから൩ࡐのҠ行は؇やか。野น孔は孔ޱが

水平に大きく։く૭ঢ়で１野にී通１ݸ。
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　3ɽώϊΩɹ$IBNBFDZQBSJT PCUVTB ʢ4JFCPME FU ;VDD�ʣ &OEM�ɹώϊΩՊ　ਤ１：3a, 3D（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-16）

　ਨ・水平樹ࢷ道をともにܽく༿樹ࡐૣ。ࡐから൩ࡐのҠ行は؇やかで൩ࡐのྔはগない。

。ݸで１野にී通̎ܕのτώܕ在する。野น孔は中ࢄ๔がࡉࢷに樹ࡐのऴりから൩ࡐૣ

　�ɽεΪɹ$SZQUPNFSJB KBQPOJDB ʢ-�G�ʣ %�%POɹώϊΩՊ ਤ１：4a, 4D（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-228）

　ਨ・水平樹ࢷ道をともにܽく༿樹ࡐૣ。ࡐから൩ࡐのҠ行は؇やかで൩ࡐのྔはやや多

い。ૣࡐのऴりから൩ࡐに樹ࡉࢷ๔がࢄ在する。野น孔は大ܕのスΪܕで１野にී通̎ݸ。

　�ɽΞεφϩɹ5IVKPQTJT EPMBCSBUB ʢ-�G�ʣ 4JFCPME FU ;VDD�ɹώϊΩՊ　ਤ１：5a, 5D（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-389）

　ਨ・水平樹ࢷ道をともにܽく༿樹ࡐૣ。ࡐから൩ࡐのҠ行は؇やかで൩ࡐのྔはগない。

で１野にܕスΪ～ܕのώϊΩܕ在する。野น孔は͝く小ࢄ๔がࡉࢷに樹ࡐのऴりから൩ࡐૣ

。をもͭࢷ৭の樹๔はしばしばࡉॊࣹ์、ݸ３～̎

　�ɽΠψΨϠ $FQIBMPUBYVT IBSSJOHUPOJB ʢ,OJHIU FY 'PSCFTʣ ,�,PDI ΠψΨϠՊ ਤ１：6a, 6D（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-

375）

　ਨ・水平樹ࢷ道をともにܽく༿樹ࡐૣ。ࡐから൩ࡐのҠ行は؇やかで൩ࡐのྔはগない。

年ྠ内に樹ࡉࢷ๔がࢄ在する。Ծ道の内นにはらせんංްがある。野น孔は͝く小ܕのώϊ

Ωܕで１野に̎～３ݸ。

　7ɽΧϠɹ5PSSFZB OVDJGFSB ʢ-�ʣ 4JFCPME FU ;VDD�ɹΠνΠՊ　ਤ１：7a, 7D（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-234）

　ਨ・水平樹ࢷ道をともにܽく༿樹ࡐૣ。ࡐから൩ࡐのҠ行は؇やかで൩ࡐのྔはগない。

樹ࡉࢷ๔はない。Ծ道の内นには̎～３ຊずͭるらせんංްがある。野น孔は小ܕのώϊ

Ωܕで１野に2～3ݸ。

　8ɽΫεϊΩɹ$JOOBNPNVN DBNQIPSB ʢ-�ʣ +�1SFTMɹΫεϊΩՊ　ਤ１：8a-8b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-31）

　大ܕ～小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹して年ྠ内で小ܕ化しながらૄ

らにࢄ在する孔ࡐ。道の穿孔は୯一。木෦ॊ৫と์ࣹ৫には大ܕの༉ࡉ๔をもͭ。์

ࣹ৫はҟ性で̎～３ࡉ๔幅、ときに層֊ঢ়となる。

　�ɽΫεϊΩՊɹ-BVSBDFBFɹΫεϊΩՊ　ਤ１：9a（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-366）

　ややްนで小ܕのؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してૄらにࢄ在するࢄ孔

๔ࡉ๔をもͭ。์ࣹ৫はҟ性でී通̎ࡉ道の穿孔は୯一。木෦ॊ৫と์ࣹ৫には༉。ࡐ

幅。

　1�ɽΧπϥଐɹ$FSDJEJQIZMMVNɹΧπϥՊɹਤ2：10a-10b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-24）

　小ܕでやや֯ுった道がほ΅୯ಠでີにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は30ஈほどの֊ஈঢ়。

์ࣹ৫はҟ性で̎ࡉ๔幅。

　11ɽϢζϦϋଐɹ%BQIOJQIZMMVNɹϢζϦϋՊ　ਤ̎：11a-11b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-446）

　͝く小ܕでやや֯ுった道がほ΅୯ಠでややૄらにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は20～30ஈ

ほどの֊ஈঢ়。์ࣹ৫はҟ性で̎ࡉ๔幅。

　1�ɽπλ 1BSUIFOPDJTTVT USJDVTQJEBUB ʢ4JFCPME FU ;VDD�ʣ 1MBODI� ϒυՊ ਤ̎：12a-12b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-

439）
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　大ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ݸෳ߹してૣࡐにີにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は୯

一で、道૬ޓน孔は֊ஈঢ়。์ࣹ৫はಉ性で10ࡉ๔幅前後となり、高さはmmにୡする。

　13ɽΫζɹ1VFSBSJB MPCBUB ʢ8JMME�ʣ 0IXJɹϚϝՊ　ਤ̎：13a-13b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-314）

　大ܕでؙい道がほ΅୯ಠでややૄらにࢄ在し、ͦの間には小ܕの道が集߹して์ࣹํ向に

のͼるմをなす孔ࡐ。道の穿孔は୯一、。์ࣹ৫はҟ性で10～20ࡉ๔幅Ҏ上となり、高

さは３mmҎ上となる。

　1�ɽϞϞɹ"NZHEBMVT QFSTJDB -�ɹόϥՊ　ਤ̎：14a-14b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-456）

　中ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ݸෳ߹して年ྠの࢝めに̎ྻほどྻし、൩ࡐでは小ܕ

でؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してࣼめに࿈なる向をみせてࢄ在する

孔ࡐ。道の穿孔は୯一。์ࣹ৫はҟ性で̑ࡉ๔幅Ґ。

　1�ɽαΫϥଐʢٛʣɹ1SVOVT T�M�ɹόϥՊ　ਤ̎：15a（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-231）

　小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してࣼめに࿈なる向をみせてࢄ在す

るࢄ孔ࡐ。道の穿孔は୯一で、内นにはらせんංްがある。์ࣹ৫はҟ性で３ࡉ๔幅Ґ。

　1�ɽόϥଐɹ3PTBɹόϥՊ　ਤ̎：16a-16b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-444）

　やや小ܕ～͝く小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ݸෳ߹してૄらにࢄ在する孔ࡐ。道

の穿孔は୯一。์ࣹ৫はಉ性で10ࡉ๔幅Ҏ上で高さが̎mmҎ上となる。

　17ɽΩΠνΰଐɹ3VCVTɹόϥՊ　ਤ̎：17a-17b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-379）

　小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ݸෳ߹してઢํ向にฒͿ向をみせてࢄ在するࢄ孔

。๔幅Ґ、高さはmmとなるࡉ๔からなるಉ性で5ࡉ道の穿孔は୯一。์ࣹ৫はཱ。ࡐ

　1�ɽχϨଐɹ6MNVTɹχϨՊɹਤ̎・３：18a-18b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-8）

　大ܕでؙい道がほ΅୯ಠで年ྠの࢝めに̎ྻほどྻし、൩ࡐではٸに小ܕ化した道が集

まってઢํ向のଳをなす孔ࡐ。道の穿孔は୯一で、小道の内นにはらせんංްがある。

์ࣹ৫はಉ性で６ࡉ๔幅Ґ。

　1�ɽέϠΩɹ;FMLPWB TFSSBUB ʢ5IVOC�ʣ .BLJOPɹχϨՊ　ਤ３：19a-19b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-129）

　中ܕでؙい道がほ΅୯ಠで年ྠの࢝めに１ྻにྻし、൩ࡐではٸに小ܕ化した道が集ま

ってࣼめํ向のଳをなす孔ࡐ。道の穿孔は୯一で、小道の内นにはらせんංްがある。์

ࣹ৫は上下の１ྻがཱするҟ性で̔ࡉ๔幅Ґ、ཱ෦にはしばしば大ܕのඛ形݁থをもͭ。

　��ɽϜΫϊΩɹ"QIBOBOUIF BTQFSB ʢ5IVOC�ʣ 1MBODI�ɹΞαՊ　ਤ３：20a-20b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-93）

　中ܕでްนのؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してૄらにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道

の穿孔は୯一。木෦ॊ৫は൩ࡐでཌྷঢ় ࿈߹ཌྷঢ়。์ࣹ৫はҟ性で3 4ࡉ๔幅、ཱ෦にし

ばしばඛ形݁থをもͭ。

　�1ɽΤϊΩଐɹ$FMUJTɹΞαՊ　ਤ３：21a-21b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-308）

　中ܕでؙい道がほ΅୯ಠで年ྠの࢝めに１～̎ྻྻし、൩ࡐではٸに小ܕ化した道が集

まってࣼめに࿈なる向をみせる孔ࡐ。道の穿孔は୯一で、小道の内นにはらせんංްが

ある。์ࣹ৫はҟ性で10ࡉ๔幅Ґ、ෆ規ଇなৌࡉ๔をもͭ。
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　��ɽίκଐɹ#SPVTTPOFUJBɹΫϫՊ　ਤ３：22a-22b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-318）

　中ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してૣࡐにૄらにࢄ在し、൩ࡐでは͝

く小ܕの道が集まってࣼめ ઢํ向に࿈なる向をみせる孔ࡐ。道の穿孔は୯一で、小

道の内นにはらせんංްがある。์ࣹ৫は上下の１ྻがཱするҟ性で̔ࡉ๔幅Ґ。

　�3ɽΫϫଐɹ.PSVTɹΫϫՊ　ਤ３：23a-23b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-342）ɼ24a（ࠜࡐɼ4.Z-269）

　やや大ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ݸෳ߹してૣࡐにૄらにࢄ在し、൩ࡐではঃ々に小

、道の穿孔は୯一で。ࡐ向をみせる孔ずؙͭいմをなしてࣼめに࿈なるݸ化した道がܕ

小道の内นにはらせんංްがある。์ ࣹ৫は上下の１～̎ྻがཱするҟ性で̑ࡉ๔幅Ґ。

。となるࡐのม化が小さく孔ܘは、年ྠ幅がෆ規ଇにม化し、年ྠ内での道のࡐࠜ　

　��ɽΫϦɹ$BTUBOFB DSFOBUB 4JFCPME FU ;VDD�ɹϒφՊ　ਤ３：25a-25b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-73）

　͝く大ܕのཱݽ道がૣࡐにྻྻし、൩ࡐではঃ々に小ܕ化したཱݽ道がՐԌঢ়にྻ

する孔ࡐ。道の穿孔は୯一。木෦ॊ৫は൩ࡐでなઢঢ়。์ࣹ৫は୯ྻಉ性。

　��ɽπϒϥδΠɹ$BTUBOPQTJT DVTQJEBUB ʢ5IVOC�ʣ 4DIPUULZɹϒφՊ　ਤ３：26a-26b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-153）

　中ܕでؙい道がݸずͭ年ྠの࢝めに集まって断ଓతにྻし、൩ࡐではややٸに小ܕ化し

たཱݽ道がՐԌঢ়にྻする孔ࡐ。道の穿孔は୯一。木෦ॊ৫はなઢঢ়。์ࣹ৫

はಉ性で、୯ྻの小ܕのものと集߹ঢ় ෳ߹ঢ়の大ܕのものとをもͭ。

　�7ɽεμδΠ $BTUBOPQTJT TJFCPMEJJ ʢ.BLJOPʣ )BUVT� FY 5� :BNB[� FU .BTIJCB ϒφՊ ਤ４：27a（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-390）

　πϒϥδΠにࣅる孔ࡐで、์ࣹ৫は୯ྻಉ性のみで、集߹ঢ়～ෳ߹ঢ়のものは࣋たない。

　��ɽίφϥଐΫψΪઅɹ2VFSDVT TFDU� "FHJMPQTɹϒφՊɹਤ４：28a-28b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-385）

　大ܕでؙい道がほ΅୯ಠで年ྠの࢝めに３ྻほどྻし、൩ࡐではঃ々に小ܕ化したްนで

ؙいཱݽ道が์ࣹํ向にྻする孔ࡐ。木෦ॊ৫は൩ࡐでいͼͭなઢঢ়。道の穿孔は

୯一。์ࣹ৫はಉ性で、୯ྻの小ܕのものとෳ߹ঢ়の大ܕのものとからなる。

　��ɽίφϥଐίφϥઅɹ2VFSDVT TFDU� 1SJOVTɹϒφՊ　ਤ４：29a（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-462）

　ΫψΪઅにࣅる孔ࡐで、൩ࡐのཱݽ道はബนで小さく、ՐԌঢ়にྻする。

　3�ɽΠνΠΨγɹ2VFSDVT HJMWB #MVNFɹϒφՊɹਤ４：30a-30b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-11）

　220ܘЖmҎ上の大ܕでؙいཱݽ道が์ࣹํ向にྻする์ࣹ孔ࡐ。道の穿孔は୯一。

木෦ॊ৫はいͼͭなઢঢ়。์ࣹ৫はಉ性で、୯ྻの小ܕのものとෳ߹ঢ়の大ܕのものとか

らなる。

ɹ31ɽίφϥଐΞΧΨγѥଐɹ2VFSDVT TVCHFO� $ZDMPCBMBOPQTJTɹϒφՊ　ਤ４：31a（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-71）ɼ32a（ࠜࡐɼ4.Z-

357）

　ΠνΠΨシにࣅる์ࣹ孔ࡐで、道ܘは200ЖmҎ下。

。は道が小さく、์ࣹํ向のྻがෆ規ଇであるࡐࠜ　

　3�ɽΦχάϧϛ +VHMBOT NBOETIVSJDB .BYJN� WBS� TBDIBMJOFOTJT ʢ,PNBUTV�ʣ ,JUBN� ΫϧϛՊ ਤ４：33a-33b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-

123）

　やや大ܕ～中ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してૄらにࢄ在する孔
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。๔幅Ґࡉ道の穿孔は୯一。木෦ॊ৫はઢঢ়。์ࣹ৫はಉ性で４。ࡐ

　33ɽϋϯϊΩଐϋϯϊΩઅɹ"MOVT TFDU� (ZNOPUIZSTVTɹΧόϊΩՊ　ਤ４：34a-34b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-

445）

　小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してີにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔

は20～30ஈほどの֊ஈঢ়。์ ࣹ৫はಉ性で୯ྻの小ܕのものと集߹ঢ়の大ܕのものとからなる。

　3�ɽΫϚγσଐΠψγσઅ $BSQJOVT TFDU� &VDBSQJOVT ΧόϊΩՊ ਤ４：35a-35b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-392）

　小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してີにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔

は୯一。์ࣹ৫はಉ性で３ࡉ๔幅Ґの小ܕのものと集߹ঢ়の大ܕのものとからなる。

ɹ3�ɽϠφΪଐɹ4BMJYɹϠφΪՊ　ਤ４：36a-36b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-135）

　小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してີにۉ一にࢄ在するࢄ孔ࡐ。道

の穿孔は୯一。์ࣹ৫は୯ྻҟ性。

　3�ɽΩϒγɹ4UBDIZVSVT QSBFDPY 4JFCPME FU ;VDD�ɹΩϒγՊ　ਤ̑：37a-37b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-251）

　小ܕでやや֯ுったཱݽ道がややૄらにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は30～40ஈほどの֊ஈ

ঢ়。์ࣹ৫はҟ性で４ࡉ๔幅Ґ。

　37ɽϠϚϋθ 5PYJDPEFOESPO TZMWFTUSF ʢ4JFCPME FU ;VDD�ʣ ,VOU[F ϧγՊ ਤ̑：38a-38b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-

278）

　中ܕ～小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～̑ݸほど์ࣹํ向にෳ߹して年ྠ内で小ܕ化しなが

らૄらにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は୯一。์ࣹ৫はҟ性で̎～３ࡉ๔幅。

　3�ɽνυϦϊΩɹ"DFS DBSQJOJGPMJVN 4JFCPME FU ;VDD�ɹϜΫϩδՊ　ਤ̑：39a-39b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-156）

　小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してૄらにࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿

孔は୯一で、内นにはらせんංްがある。木ણҡはӢঢ়をఄする。์ࣹ৫はಉ性で、୯ྻの

小ܕのものから20ࡉ๔幅前後で高さが1.5mmほどになるものまでม化が大きい。

　3�ɽΧΤσଐɹ"DFSɹϜΫϩδՊ

　νドリϊΩにࣅるࢄ孔ࡐで、์ࣹ৫は４ࡉ๔幅Ґ、高さは0.6mmҎ下。

　��ɽτνϊΩɹ"FTDVMVT UVSCJOBUB #MVNFɹϜΫϩδՊ　ਤ̑：40a-40b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-321）

　小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～４ํࣹ์ݸ向にෳ߹してີにややෆ規ଇにࢄ在するࢄ孔

道の穿孔は୯一で、内นにはらせんංްがある。์ࣹ৫は୯ྻಉ性で、しばしば層֊ঢ়。ࡐ

にྻする。

　�1ɽϜΫϩδɹ4BQJOEVT NVLPSPTTJ (BFSUO�ɹϜΫϩδՊ　ਤ̑：41a-41b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-453）

　大ܕでؙい道が年ྠの࢝めに３ྻほどྻし、൩ࡐではややٸに小ܕ化した道がݸずͭ

์ࣹํ向にのͼるմをなしてࢄ在する孔ࡐ。道の穿孔は୯一で、小道の内นにはらせんං

ްがある。木෦ॊ৫は൩ࡐで࿈߹ཌྷঢ়。์ࣹ৫はಉ性で４ࡉ๔幅Ґ。

　��ɽΩϋμɹ1IFMMPEFOESPO BNVSFOTF 3VQS�ɹϛΧϯՊ　ਤ̑：42a-42b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-14）

　大ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎ݸෳ߹して年ྠの࢝めに̎ྻほどྻし、൩ࡐではややٸに

小ܕ化した道が集まってઢํ向のଳをなす孔ࡐ。道の穿孔は୯一で、小道の内นには
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らせんංްがある。์ࣹ৫はಉ性で４ࡉ๔幅Ґ。

　�3ɽαΧΩɹ$MFZFSB KBQPOJDB 5IVOC�ɹαΧΩՊ　ਤ̑：43a-43b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-353）

　͝く小ܕで֯ுったཱݽ道がややૄらにۉ一にࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は30～40ஈほど

の֊ஈঢ়。์ࣹ৫は୯ྻҟ性。

　��ɽώαΧΩɹ&VSZB KBQPOJDB 5IVOC�ɹαΧΩՊ　ਤ̑：44a-44b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-254）

　小ܕで֯ுったཱݽ道がີにۉ一にࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は30～40ஈほどの֊ஈঢ়。

์ࣹ৫は୯ྻで̎ࡉ๔幅。

　��ɽϞοίΫ 5FSOTUSPFNJB HZNOBOUIFSB ʢ8JHIU FU "SO�ʣ #FEE� αΧΩՊ ਤ６：45a-45b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-

541）

　小ܕで֯ுったཱݽ道がややૄらにۉ一にࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は30～40ஈほどの֊

ஈঢ়。์ࣹ৫はҟ性で̎～３ࡉ๔幅。

　��ɽπόΩଐɹ$BNFMMJBɹπόΩՊɹਤ６：46a-46b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-464）

　小ܕ～͝く小ܕのཱݽ道が年ྠ内で小ܕ化しながらۉ一にࢄ在する孔ࡐ。道の穿孔は

10～20ஈほどの֊ஈঢ়。์ ࣹ৫はҟ性で̎～３ࡉ๔幅、ཱ෦にしばしば大ܕのඛ形݁থをもͭ。

。となるࡐ孔ࢄがほ΅ಉ༷のܘの道ࡐと൩ࡐૣ、は年ྠ幅がෆ規ଇにม化しࡐࠜ　

　�7ɽϋΠϊΩଐɹ4ZNQMPDPTɹϋΠϊΩՊ　ਤ６：47a-47b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-67）

　͝く小ܕで֯ுったཱݽ道がややૄらにۉ一にࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は40ஈ前後の֊

ஈঢ়。์ࣹ৫はҟ性で３ࡉ๔幅Ґ。

　��ɽΞηϏ 1JFSJT KBQPOJDB ʢ5IVOC�ʣ %�%PO FY (�%PO TVCTQ� KBQPOJDB ππδՊ ਤ６：48a-48b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-

112）

　͝く小ܕのཱݽ道がີにۉ一にࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔はஈの֊ஈঢ়。์ࣹ৫はಉ

性で̎ࡉ๔幅Ґ。

　��ɽγϟγϟϯϘɹ7BDDJOJVN CSBDUFBUVN 5IVOC�ɹππδՊ　ਤ６：49a-49b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-276）

　小ܕで֯ுったཱݽ道が年ྠ内でやや小ܕ化しながらࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の穿孔は୯一あ

るいは10ஈほどの֊ஈঢ়で、道要ૉのにはらせんංްがある。์ࣹ৫はҟ性で、୯ྻで

小ܕのものと̔ࡉ๔幅Ґで高さ̎mmほどになる大ܕのものとからなる。

　��ɽϜϥαΩγΩϒଐɹ$BMMJDBSQBɹγιՊɹਤ6：50a-50b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-413）

　小ܕでؙい道が୯ಠあるいは̎～３ํࣹ์ݸ向にෳ߹してややૄらにۉ一にࢄ在するࢄ孔

。๔幅ࡉ道の穿孔は୯一。์ࣹ৫はҟ性で̎～３。ࡐ

　�1ɽχϫτίɹ4BNCVDVT SBDFNPTB -�ɹϨϯϓΫιՊ　ਤ6：51a-51b（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-434）

　͝く小ܕでؙい道が2 3ํࣹ์ݸ向にෳ߹してઢํ向に࿈なってࢄ在するࢄ孔ࡐ。道の

穿孔は୯一。์ࣹ৫はҟ性で̑ࡉ๔幅Ґ、ৌࡉ๔をもͭ。

　��ɽαΫϥଐʢٛʣɹ1SVOVT T�M�　バϥՊ　ਤ6：52b（樹ൽɼ4.Z-93）

　ԣ断面ではઢํ向に長い長ํ形のࡉ๔がܺ間なくฒͼ、์ࣹ断面ではํ形～長ํ形のࡉ๔が

ີにあり成長ྠがみえる。์ࣹ断面ではࡉ長い形のࡉ๔が水平ํ向にܺ間ແくྻする。
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　�3ɽ༿थɹ%JDPUZMFEPOPVT USFF　ਤ６：53b（樹ൽɼ4.Z-506）

在し、์ࣹ৫は୯ྻࢄ๔のմがෆ規ଇにࡉの大きなઢҡܘ๔のଳのなかにࡉ๔のଳとॊࡉᝲ　

のものと10ࡉ๔幅Ҏ上でഎが１mmをӽえる大ܕのものからなる。

　

　̐ɽߟ

　木製品ྨでは、ώϊΩとスΪ、Ϟϛଐが߹わせて50ˋをめており、༿樹のめるׂ߹が高

い（ද１）。広༿樹では、ΠνΠΨシを含ΉΞΧΨシѥଐと、Ϋリ、Ϋϫଐ、πϒϥδΠ、ϜΫϊ

Ωなどがཱͭが、ͻじょうに多༷な樹種がݟいだされている。

　器種͝とにみると、టআ͚を含Ήঅ܃ではΠνΠΨシがもっͺらબされていた。原ࡐではώ

ϊΩとΞΧΨシѥଐが多く、অ܃の原ࡐのほかにଞの器種の原ࡐも含んでいる。༰器は૧を主体

としており、ώϊΩとΩϋダがબされていた。ͦのଞの製品では、祭祀具に༿樹が、ᓄにΞ

ΧΨシѥଐが、ֻ͚ࠊと木にコφϥઅが、ԣ܃のකฑにΫϫଐが、ؙ木舟にΫスϊΩがબさ

れていたが、Ҏ上は用్ෆ໌の製品であり、໌ྎな樹種બはѲできない。建ஙࡐでは、

ఐ子にώϊΩが、杭にΫリが、ਨ木にはΞセϏやスダδΠがબされている。൘ࡐにはώϊΩと

スΪが多く、ׂࡐや、加木ではώϊΩやϞϛଐ、ϜΫϊΩ、Ϋϫଐ、Ϋリ、πϒϥδΠ、Ξ

ΧΨシѥଐ、νドリϊΩを含ΉΧΤσଐなどが多い。

　木製品ྨの樹種とൺֱするとࣗવ木の樹種は大きくҟなっており、ΠνΠΨシを含ΉΞΧΨシ

ѥଐがもっとも多く、ͦれҎ外ではϜΫϊΩやΫϫଐ、ΧΤσଐ、τνϊΩがཱͭものの、ͦ

れҎ外の樹種も多く、多༷性が高い林が遺跡のप辺に成ཱしていたと考えられる（ද１）。શ

体తにみると、ΞΧΨシѥଐやシΠϊΩଐ、༿樹といったৗ樹は３の１ほどをめ、ͦれ

Ҏ外は落༿広༿樹であり、໌るい落༿広༿樹林が広がる中に༿樹が在し、所々にর༿樹林の

林があるような؍ܠであったとఆされる。࣮ࡍ、中ࠃ原産のϞϞや、ຮ২物のπタやΫズ、

林ԑや地に多いバϥଐやΩΠνΰଐ、コκଐなどが出土しており、人ҝతに林が։かれた

場所があったとఆされる。一ํ、τνϊΩやΧΤσଐのଘ在は川Ԋいのཱ地ڥを示ࠦしてい

るが、ϋンϊΩઅやϠφΪଐの出土はであり、水域からはややれていたことを示している。

　木製品ྨとࣗવ木をൺֱすると、ώϊΩとスΪはࣗવ木にൺて木製品ྨのൺがѹతに高

く、ԕํから運んできたことは໌らかである。広༿樹では、ΫリとΠνΠΨシはࣗવ木よりも高

に使われており、ૉࡐをप辺でҙࣝతに収集していたと考えられる。ͦれҎ外の樹種は、ほ΅

木製品ྨのൺとࣗવ木のൺがͻとしくप辺の林中でૉࡐを調ୡしたとఆされる。

　ै来、অ܃のૉࡐはΞΧΨシѥଐとಉఆされていたが（伊東・山田2012）、ΞΧΨシѥଐの中で

ΠνΠΨシだ͚は木ࡐ৫から特ఆできることがۙ年の研究で໌らかになった（/oThiro � 

4aTaki, 2011）。ͦの݁Ռ、ΠνΠΨシは、অ܃のૉࡐとして弥生時代から古墳時代にもっͺらબ

されていたことが関東地ํにお͚る研究でղ໌されており（能城ほか2012）、ۙ ・地ํでも古ـ

地ํـ認されている（能城ほか2016）。遺跡の成Ռは、ΠνΠΨシがۙ֬ۙ࠷遺跡での研究でݤ

でもঅ܃のૉࡐとしてબされていたことを示すೋͭのྫである。　
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　このੳは、Պֶ研究අิॿ金基൫研究（̖）ʮೄ文時代前期にお͚る林ݯࢿ理・利用体系の成ཱ

と২物Ҡೖの২物ֶతղ໌ʯ（代ද：能城修一）（研究՝番号：15̝01777））
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ද１　下水主遺跡から出土した弥生時代から古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ木の樹種

樹種名 43 অ܃ 原ࡐ ༰器 ଞ製品 舟 建ஙࡐ ൘ࡐ ࡐׂ  加木 樹ൽૉࡐ ෆ໌ ܭ ˋ ࣗવ木 ˋ
Ϟϛଐ 4 3 1 1 3 1 5 2 16 4.6� 6 3.7�

コϠϚΩ 4 1 1 2 0.6�
ώϊΩ 4 1 4 4 10 10 21 23 11 18 22 124 35.6� 7 4.3�
スΪ 4 1 1 1 5 1 3 4 9 25 7.2�

Ξスφϩ 4 0 1 0.6�
ΠψΨϠ 4 1 1 0.3� 2 1.2�

ΧϠ 4 2 1 3 0.9� 1 0.6�
ΫスϊΩ 4 1 1 2 4 1.1�

ΫスϊΩՊ 4 1 2 3 0.9� 4 2.4�
Χπϥଐ 4 1 1 2 0.6�

Ϣズリϋଐ 4 0 1 0.6�
πタ 4 0 1 0.6�
Ϋズ 4 0 2 1.2�
ϞϞ 4 0 1 0.6�

αΫϥଐ（広ٛ） 4 1 1 0.3�
樹ൽ 1 1 0.3�

バϥଐ 4 0 2 1.2�
ΩΠνΰଐ 4 0 1 0.6�

χϨଐ 4 1 1 0.3�
έϠΩ 4 1 1 2 0.6�

ϜΫϊΩ 4 1 7 5 1 14 4.0� 12 7.3�
ΤϊΩଐ 4 1 1 0.3� 6 3.7�
コκଐ 4 0 1 0.6�
Ϋϫଐ 4 1 2 2 2 8 2 17 4.9� 14 8.5�

3 0 1 0.6�
Ϋリ 4 2 6 1 6 1 9 25 7.2� 4 2.4�

πϒϥδΠ 4 2 2 1 2 1 5 2 15 4.3� 4 2.4�
スダδΠ 4 2 1 3 6 1.7� 3 1.8�

コφϥଐΫψΪ
અ

4 1 1 0.3�

コφϥଐコφϥ
અ

4 2 1 3 0.9� 2 1.2�

ΠνΠΨシ 4 6 1 2 1 4 14 4.0� 1 0.6�
ΠνΠΨシʁ 4 1 1 2 0.6�

コφϥଐΞΧΨ
シѥଐ

4 2 4 1 1 1 10 1 5 2 27 7.8� 31 18.9�

3 0 1 0.6�
コφϥଐ 樹ൽ 0 1 0.6�

Φχάルϛ 4 1 1 0.3�
ϋンϊΩଐϋン

ϊΩઅ
4 0 3 1.8�

ΫϚシσଐΠψ
シσઅ

4 0 1 0.6�

ϠφΪଐ 4 1 1 0.3� 1 0.6�

Ωϒシ 4 1 1 0.3�
ϠϚϋθ 4 1 1 0.3� 1 0.6�

νドリϊΩ 4 1 4 5 1.4� 3 1.8�
ΧΤσଐ 4 2 2 0.6� 10 6.1�
τνϊΩ 4 1 1 1 3 0.9� 14 8.5�
ϜΫϩδ 4 1 1 1 3 0.9� 2 1.2�
Ωϋダ 4 2 1 1 4 1.1� 1 0.6�
αΧΩ 4 2 1 3 0.9� 7 4.3�

ώαΧΩ 4 1 1 2 0.6�
ϞοコΫ 4 1 1 0.3�
πバΩଐ 4 1 1 2 4 1.1� 6 3.7�

3 0 1 0.6�
ϋΠϊΩଐ 4 1 1 2 0.6�

ΞセϏ 4 1 1 0.3�
シャシャンϘ 4 1 1 2 0.6�

ϜϥαΩシΩϒ
ଐ

4 0 1 0.6�

χϫτコ 4 0 3 1.8�
広༿樹 樹ൽ 1 1 0.3�
樹ൽ 1 1 0.3�
૯ܭ 10 13 9 25 1 29 31 69 20 79 2 60 348 164

ࡐࠜ：ɼ3ࡐװ・ࢬ：4
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ਤ1ɽ下水主遺跡出土の古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ木のݦඍࣸڸਅ（1）
1a, 1D：Ϟϛଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-384）ɼ2D：コϠϚΩ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-32）ɼ3a, 3D：ώϊΩ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-16）ɼ4a, 
4D：スΪ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-228）ɼ5a, 5D：Ξスφϩ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-389）ɼ6a, 6D：ΠψΨϠ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-375）ɼ7a, 
7D：ΧϠ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-234）ɼ8a 8b：ΫスϊΩ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-31）ɼ9a：ΫスϊΩՊ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-366）ɽa：ԣ
断面（スέールʹ 200 Жm）ɼb：ઢ断面（スέールʹ 100 Жm）ɼD：์ࣹ断面（スέールʹ 25 Жm）ɽ
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ਤ2ɽ下水主遺跡出土の古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ木のݦඍࣸڸਅ（2）
10a 10b：Χπϥଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-24）ɼ11a 11b：Ϣズリϋଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-446）ɼ12a 12b：πタ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-
439）ɼ13a 13b：Ϋズ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-314）ɼ14a 14b：ϞϞ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-456）ɼ15a：αΫϥଐ（広ٛ）（ࡐװ・ࢬɼ
4.Z-231）ɼ16a 16b：バϥଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-444）ɼ17a 17b：ΩΠνΰଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-379）ɼ18a：χϨଐ（ࡐװ・ࢬɼ
4.Z-8）ɽa：ԣ断面（スέールʹ 200 Жm）ɼb：ઢ断面（スέールʹ100 Жm）ɽ
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ਤ3ɽ下水主遺跡出土の古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ木のݦඍࣸڸਅ（3）
18b：χϨଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-8）ɼ19a 19b：έϠΩ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-129）ɼ20a 20b：ϜΫϊΩ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-93）ɼ
21a 21b：ΤϊΩଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-308）ɼ22a 22b：コκଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-318）ɼ23a-23b：Ϋϫଐ（ࡐװ・ࢬɼ
4.Z-342）ɼ24a：Ϋϫଐ（ࠜࡐɼ4.Z-269）ɼ25a 25b：Ϋリ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-73）ɼ26a 26b：πϒϥδΠ（ࡐװ・ࢬɼ
4.Z-153）ɽa：ԣ断面（スέールʹ 200 Жm）ɼb：ઢ断面（スέールʹ 100Жm）ɽ
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ਤ4ɽ下水主遺跡出土の古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ木のݦඍࣸڸਅ（4）
27a：スダδΠ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-390）ɼ28a 28b：コφϥଐΫψΪઅ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-385）ɼ29a：コφϥଐコφϥઅ（ࡐװ・ࢬɼ
4.Z-462）ɼ30a 30b：ΠνΠΨシ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-11）ɼ31a：コφϥଐΞΧΨシѥଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-71）ɼ32a：コφϥ
ଐΞΧΨシѥଐ（ࠜࡐɼ4.Z-357）ɼ33a 33b：Φχάルϛ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-123）ɼ34a 34b：ϋンϊΩଐϋンϊΩઅ（ࡐװ・ࢬɼ
4.Z-445）ɼ35a 35b：ΫϚシσଐΠψシσઅ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-392）ɼ36a 36b：ϠφΪଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-135）ɽa：ԣ断
面（スέールʹ 200 Жm）ɼb：ઢ断面（スέールʹ 100 Жm）ɽ
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ਤ5ɽ下水主遺跡出土の古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ木のݦඍࣸڸਅ（5）
37a-37b：Ωϒシ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-251）ɼ38a 38b：ϠϚϋθ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-278）ɼ39a 39b：νドリϊΩ（ࡐװ・ࢬɼ
4.Z-156）ɼ40a 40b：τνϊΩ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-321）ɼ41a 41b：ϜΫϩδ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-453）ɼ42a 42b：Ωϋダ（ࢬ・
ɽa：ԣ断面（スέー（ɼ4.Z-254ࡐװ・ࢬ）ɼ44a 44b：ώαΧΩ（ɼ4.Z-353ࡐװ・ࢬ）ɼ4.Z-14）ɼ43a 43b：αΧΩࡐװ
ルʹ 200 Жm）ɼb：ઢ断面（スέールʹ 100 Жm）ɽ
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ਤ6ɽ下水主遺跡出土の古墳時代前期の木製品ྨとࣗવ木のݦඍࣸڸਅ（6）
45a 45b：ϞοコΫ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-541）ɼ46a 46b：πバΩଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-464）ɼ47a 47b：ϋΠϊΩଐ（ࡐװ・ࢬɼ
4.Z-67）ɼ48a 48b：ΞセϏ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-112）ɼ49a 49b：シャシャンϘ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-276）ɼ50a 50b：Ϝϥα
ΩシΩϒଐ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-413）ɼ51a 51b：χϫτコ（ࡐװ・ࢬɼ4.Z-434）ɼ52a：αΫϥଐ（広ٛ）（樹ൽɼ4.Z-93）ɼ
53a：広༿樹（樹ൽɼ4.Z-506）ɽa：ԣ断面（スέールʹ 200 Жm）ɼb：ઢ断面（スέールʹ 100 Жm）ɽ
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編̑　下水主遺跡̨̙22土αンϓルの種࣮のಉఆ

第１અ　土水ચのํ法

西原和代・岡田麻衣子・鶴来航介・高橋悠・柳原麻子・浦蓉子（༗機࣭遺物研究会）

　　　村上由美子（京都大ֶ૯߹博物ؗ）・佐々木由香（໌࣏大ֶ黒༾石研究センター）

̍ɽ͡Ί ʢʹ報告ͷܦҢʣ

下水主遺跡は木器を含Ή༗機࣭遺物が多く出土した࣪地遺跡である。ۙ年、࣪地遺跡の発

掘において土水ચはんにされるようになってきたものの、関東Ҏ北の࣮݅ࢪにൺると、

京都府を含Ή関西ݍではやや調である。࣪地遺跡の土水ચを行うことで、؟では検出ࠔ

なಈ২物遺体の検出がՄ能になり、古ڥの理ղのॿ͚となることは広く認ࣝされているもの

の、手間や時間の関係で༏ઌॱҐが高くなく、後ճしになっているのがݱঢ়であΖう。

ຊઅでは、下水主遺跡の種࣮ಉఆੳの前ॲ理として࣮ࢪした土水ચのํ法にͭいて報告す

る。ຊ報告では、発掘調査ݱ場でもগない物品でՄ能なʮࢼしચいʯと、ͦの後ຊ֨తな水ચが

ܾఆした後に行うఆྔでの水ચબ別法の྆ํにͭいて手ॱを示す。ݱ場でࢼしચいをすることで、

ͦの後ྔを増やして水ચするかをܾఆすることができ、時間のઅ約になるだ͚でなく、水ચۀ࡞

を遺跡発掘者がすることで遺跡にͭいての理ղをよりਂめることができる。また、࠷ऴతに検出

したಈ২物遺ଘ体をઐՈにੳґཔするࡍにも、土水ચと出土種࣮のந出があるఔྃし

ていることでඅ用の削ݮがՄ能になる。

༗機࣭遺物研究会では、࣪地遺跡にお͚る土水ચによる古ڥ෮ݩの手法をֶͼ、関西で

まだऔりみのগないಉ手法をීٴするඞ要があると考え、下水主遺跡の土水ચを࣮ࢪした。

̎ɽۀ࡞ͷखॱ

める前に࢝をۀ࡞（1）

ʦ土層の؍ʧ

土水ચ前に、ࢼྉの層Ґٴͼ特を֬認し層ংと࠾औ場所を記ࡌする。ରとする下水主遺

跡の層Ґは、̗地区̨̙22の断面３、護岸̚ࡐ上層で柱ঢ়に࠾औした種࣮を多ྔに含Ή層Ґであ

る。

 ʦ物品४備ʧ

土水ચではද１の物品を使用した。これらは一ൠの小ചళで༰қにߪೖすることができる。

また؆қなํ法であるためۀ࡞のશてを一人で行うこともՄ能である。



新名ਆ高道路関係遺跡発掘調査報告

-ùĀ３-

（˞）通してඞ要な物品ڞ 金ଐϑルΠ（が̎mm、１mm、0.5mmのものͦれͧれ

１έ）、ഉ水溝用水りωοτ（0.5mmఔ）、ચ面器、水

りβル、こし、ચড়Ϗン、ࢴコοϓ、Ξルϛ製ϐン

セοτ、νャοΫきϙリା、ϓϥΧοϓ、ྔܭΧοϓ、

小スコοϓ、ϒϥシ（ϑルΠચい用）、ີดタούーΣ

Ξ、スϓーン、࣮体ݦඍڸ、Ϗχール手ା、Ψϥスࡼな

ど

߹がない場ݯしચい・水ࢼ （˞に加えて）ચ面器（加で̎έఔ）

ຊ֨తな水ચۀ࡞ （˞に加えて）ΰϜϗース、コンςφ

ʦੳࢼྉの࠾औʧ

場で層ংが֬認できる柱ঢ়αݱྉは、発掘調査ࢼ

ンϓル（ࣸਅ１）で࠾औする場߹と、層後の各層Ґ

からϒϩοΫαンϓルとして࠾औする場߹がある。

土࠾औྔの҆はඍ小種࣮が多いଯ積物の場߹、

100～500DDఔであるʦಸྑ文化財研究所埋蔵文化

財センター2014ʧ。

土水ચのほか、Ֆคੳやࢎܔ体ੳを༧ఆ

している場߹や将来తにੳできる༨地をすため、

༨にଯ積物を࠾औしておく。

しચいࢼ（2）

。औして行った࠾しચいは、各層から100DDのみࢼ

ํ法は（3）に示す。

しચいをઌに行うことで、ຊ֨తに水ࢼ場ではݱ

ચۀ࡞をするきଯ積物かどうか、またするࡍにど

のような遺体が出て来るՄ能性があるかの星をͭ

͚ることができる。

（3）土水ચ

土水ચの手ॱはҎ下のとおりである。

１ɽ1000DDがྔܭՄ能なྔܭΧοϓに800DDの水をೖれ、গしずͭଯ積物をೖれ、શ体が900DD

になるまでଓ͚、体積100DDをࢉܭする （ࣸਅ̎）。

̎ɽ１のྔܭΧοϓをかきࠞͥ、よく水とଯ積物がࠞ͟るようにする。ͦの後、上にුいてき

た大きな遺体をこしですくうか、ܰく水ચいしてよ͚ておく（ࣸਅ３）。ු༡物は層Ґ名を書い

たϥϕルとڞに化物は水りΰϛା、生の২物遺体ならνャοΫきϙリାにೖれอしてお

く。

ද１　用ҙする物品のリスτ

ࣸਅ１　柱ঢ়αンϓル

ࣸਅ̎　ଯ積物のྔܭ
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３ɽ１のྔܭΧοϓの水をよくかきࠞͥながら、̎

mm、１mm、0.5mmのᝲをॏねて上から通す。下に

ஔいたચ面器で通した水をड͚る。水道が使える場

߹は、ϗースやシャϫーを使いྔܭΧοϓに水をೖ

れながらこのఔを行う。

４ɽྔܭΧοϓに఼物がらなくなるまで、ෳ

ճ、ఔ３を܁りฦす。

̑ɽのૈいᝲからॱに、コンςφかચ面器の中

で水をೖれ、Ώすぐようにしてటをよく落とす（ࣸਅ

４）。టが落ち水がಁ໌になってくるまでよくચう。

のૈいᝲをΏすいだ水はॱ次ࡉかいᝲを通すよう

にし、ಈ২物遺体をಀさないようにҙする。

６ɽటが៉ྷに落ちたら、ᝲのཪからϗースやચ

ড়Ϗンで水をྲྀし、ᝲ͝とにνャοΫきϙリାや

ϓϥスνοΫΧοϓશてҠす（ࣸਅ̑）。ϙリାに

औ日、ふるい日、層Ґ、ᝲののૈさを記࠾ྉࢼ

ೖしอする。

なお、下水主遺跡̨̙22の土水ચۀ࡞では、水

ચに1400DDで߹17ܭ人時かかっている。のૈい

ᝲよりࡉかいᝲ、砂層よりシルτ層のํが時間がか

かる、ݸ別の要ૉによるมಈはあるためおおよͦ

の値だが、100DDをચうのに1.2人時かかることになり、

ෆ׳れな者でも̎～３人で25～35ఔで100DDを水

ચできるࢉܭになる。

（4）種࣮のந出

̨̙22土αンϓルからの種࣮のந出は、ٴ؟ͼ࣮体ݦඍڸ下で行った。各層100DDのࢼ

しચいにͭいて、種࣮のந出を行い、各層Ґの産出向を֬認した。ࢼしચいでは各層から

種࣮が一ఆྔ検出されたため、ຊ֨తな水ચۀ࡞にҠることとなった。

ந出のࡍ、シャーϨが用ҙできない場߹はࢴコοϓのఈを̎Dmఔの高さでり、水を

いれて؍するとศ利であった。種࣮のந出時には通ৗのϐンセοτでは੬ऑになった種࣮を௵

してしまうため、Ξルϛ製ϐンセοτを使用するとよい。

ຊ項にお͚る種࣮のந出はࢼしચいˠఆྔચいのஈ֊までઐՈではないֶ生を主体として行

われ、ͦの後、࣮体ݦඍڸ下での؆қなந出ののち、ந出物とͦのᕥを含めશてにͭいて、

ࣸਅ３　ු༡物のந出

ࣸਅ４　ଯ積物のચড়

ࣸਅ̑　ଯ積物のબ別
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ੳಉఆ者がνΣοΫした。ந出ۀ࡞者では発ݟできなかったものがᕥから検出するྫも多々あ

り、ઐՈによるダϒルνΣοΫはඞ須である。

土水ચの手ॱは（2）とಉ༷だが、今ճは࠷も࠾औ出来るྔのগない層に߹わせ、ࢼしચい

の100DDに加して、各層200DDをચうこととした。ͦの݁Ռにͭいては第̎અに記ࡌしている。

なおここでもおおよͦのۀ࡞時間をあ͛ておくと、1400DDの種࣮のந出を行うのに48.5人時、

100DDあたり約3.5時間かかった。

（5）土・種࣮のอଘ

水ચର外のଯ積物は、層Ґの再֬認や今後の再検査のため、Մ能であれば柱ঢ়ϒϩοΫのま

まྫྷ҉所にてอଘしておくのがましい。しかし、อ場所ののため、̨̙22αンϓルは

ଘଯ積物を小͚にし、タούーΣΞでྫྷ蔵ݿにてอした。

種࣮は種࣮ಉఆまでの間、ϒϩοΫの࠾औ日、ふるい日、層Ґ、ᝲののૈさ別に小͚にし

てີดνャοΫାにগྔの水とともにいれてࣹ日ޫのあたらないࣨ内でৗԹอした。水ચが

ॆでなく水がってきたࢼྉは水をೖれସえた。

種࣮ಉఆ後は種別に͚、水とともにαンϓル༰器などのີด༰器でอしている。

（6）ͦ のଞ

使った物品はࣸਅ６のとおりである（ෳݸあるも

のはলུしている）。

していたが、௺の間に種࣮ۀ࡞ॳはૉ手でۀ࡞

がೖったりすることがあるため、Ϗχール手ାをৗ

時してۀ࡞した。物品४備にかかったඅ用のうちࢴ

コοϓ、νャοΫきϙリାのফ品は5,000ԁऑ

であった。この金ֹには ・ᝲ࣮ 体ݦඍڸは含まれない。

（7）まとめ

今ճ大ܕ২物遺体ੳを࣮ࢪした下水主遺跡のように、種࣮をはじめ༗機࣭遺物が遺ଘしてい

ることが༧される遺跡においては、ຊઅでड़た؆қな水ચબ別法によるࢼしચいで、発掘調

査ݱ場でも出土するಈ২物遺体のྔ・種ྨの一ఆの҆を͚ͭることができる。これによりͦの

後のચいを࣮ࢪするかを検౼Մ能になる。

また、ͦの後のຊ֨తなఆྔの水ચを一ఆの手ॱにのっとって࣮ࢪして、؆ศに種࣮の種ྨを

͚ておくだ͚でも、ઐՈґཔしたあとのఔがݮることになる。ҙとして、水ચ前の

層ংの֬認や層ຖの特の記録・ᝲののૈさ・層Ґを記録すること、またઐՈでないۀ࡞者

によってந出されたものҎ外もᕥとしてまとめておき、ઐՈによるνΣοΫをґཔすること

もඞ要である。

ࣸਅ６　使用物品一ཡ



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-ùĀý-

ຊઅでは、࠷ऴతにνΣοΫをґཔするઐՈとの࿈ܞをもちͭͭ、ݱ場や設備のしい場所

でも、経ݧのないۀ࡞者主体でेに行えることを示すため、࣮ࡍのྔۀ࡞や物品ߪೖඅに関し

てもあえてఏ示している。下水主遺跡の種࣮ಉఆੳの前ॲ理である土水ચํ法にͭいて報告

した今ճの事ྫが、今後水ચをࢼみるํ々のࢀ考になればいである。

ݙ考文ࢀ

ಠཱ行法人ཱࠃಸྑ文化財機構 ಸྑ文化財研究所埋蔵文化財センター 2014ʰݱ場のためのڥ考古

ֶʱ埋蔵文化財χϡース 155

第̎અ　̨̙22から出土した大ܕ২物遺体

  柳原麻子・佐々木由香・岡田麻衣子・鶴来航介・高橋悠・西原和代・浦蓉子    　       

　  

̍ɽ͡Ίʹ

Ҏ下では、第１અに示したํ法で下水主遺跡のଯ積物よりಘられた大ܕ২物遺体をಉఆし、遺

跡प辺のڥや২物利用にͭいて考した。

̎ɽࢼྉͱํ๏

大ܕ২物遺体を検౼したଯ積物は、平成26年調査時に検出された̨̙22で弥生時代中期後༿

から古墳時代前༿の層Ґより柱ঢ়に࠾औしたものである。ͦれを"１層（೪土ϒϩοΫ・೪砂）・

"̎層（೪࣭土）・"̎層下（シルτ～ࡉ砂）・"３層（砂層）・#１層（ϥϛφ層）・#̎層（砂࣭土）・

#３層（砂࣭土・木ยࠞる）に層し、層૬͝とに300DDずͭ水ચした。"層は೪࣭土から砂、#層

はϥϛφ層から砂࣭土であり、ͦれͧれ古墳時代ॳ಄から前༿と、弥生時代中期後༿にଐする。

水ચํ法は第１અをࢀরされたい。

ந出したࢼྉは、ਤؑやݱ生ඪຊとൺֱして、࣮ 体ݦඍڸ下でಉఆとܭۀ࡞を行ったࢼྉは、

層Ґとふるいの͝とに͚、水௮͚のঢ়ଶで理し、公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究

センターにอしている。

̏ɽ݁Ռ

ಉఆした݁Ռ、木ຊ২物21ྨ群とຊ২物21ྨ群の大ܕ২物遺体やͦのଞの༗機物ยが֬

認できた（ද１）。Ҏ下に、ଯ積物より࠾औした大ܕ২物遺体の一ཡと形ଶを示し、ಉఆのࠜڌと

する。

木ຊ২物では、༿樹のώϊΩ༿と、Ϟϛ༿、πΨ༿の３ྨ群、広༿樹のϒドଐ種子と、

ΩΠνΰଐ֩、ϜΫϊΩ֩、Ϋϫଐ֩、ϛズφϥʵφϥΨシϫ༮Ռ、ΠνΠΨシ༿・Ռ࣮、コφ
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ϥଐΞΧΨシѥଐՌ࣮・༮Ռ・֪ే、コφϥଐՌ࣮、ΞΧϝΨシϫ種子、ΠタϠΧΤσ種子、ϛ

πσΧΤσ種子、τνϊΩ種子、Ωϋダ種子、ϛズΩ֩、ΤΰϊΩ֩、ϚタタϏଐ種子、χϫτ

コ֩、タϥϊΩ֩の18ྨ群がಘられた。

ຊ২物では、スήଐΞθスήઅՌ࣮と、スήଐՌ࣮、ϗタルΠଐՌ࣮、ώΤଐ༗ふՌ、Πω

֪、Ξϫ化種子、Τϊコϩάαଐ༗ふՌ、ϋΪଐՌ࣮、タωπέバφଐ種子、ϛズώΩՌ࣮、

ϠφΪタσՌ࣮、αφΤタσʵΦΦΠψタσՌ࣮、ΦϥンダΠνΰଐʵϔϏΠνΰଐՌ࣮、Χϥ

ϜシଐՌ࣮、ϊϛϊϑスϚ種子、シϋコϕ種子、ΞΧβଐ種子、ϠϚΰϘ種子、φスଐ種子、

ϝϋδΩଐՌ࣮、ϝφϞϛଐՌ࣮の21ྨ群がಘられた。

次に記ࡌを行う。২物のྨ群名は、ถ倉・ֿ田（2007）に४ڌした。

（1） ώϊΩ　$hamaeDypariT obtuTe（4ieb.et ZuDD.）&ndl.　༿　ώϊΩՊ　

黒～৭である。ྡྷยঢ়の༿をもͭ。ܪのઌまで༿がີணする。ଘ長1.5～8.0mm、幅

0.8～2.0mm。

（2）Ϟϛ　"bieT firma 4iebold et ZuDD.　༿　ϚπՊ

黒～৭である。ઌが̎ͭにかれ、基෦はٵ൫ঢ়である。長さ13.7mm、幅2.1mm。

（3）πΨ　TTuHa Tieboldii $arriÈre　༿　ϚπՊ

黒～৭である。ઌが̎ͭにかれる。長さ7.1mm、幅1.5mm。

（4）ϒドଐ　7itiT Tp.　種子　ϒドՊ

৭で木࣭、形ならばଆ面؍は広ཛ形。ઌはઑる。ଘ長1.5mm、ଘ幅３mm。

（5）ΩΠνΰଐ　3ubuT Tp.　֩　バϥՊ

৭で、ଆ面؍はԣ広ཛ形。എ面はಷい三֯形のಥىが中৺ઢの྆ଆに１ྻずͭฒͿ。ෲ

面にはઙい溝がある。長さ1.7mm、幅1.3mm。

（6）Ϋϫଐ　.oruT Tp.　֩　ΫϫՊ

ԫ৭で、ଆ面؍がପԁ形でઌがઑるものと、ଆ面؍が広ཛ形でഎ面がؙみをଳͼるもの

がある。ද面には幅広いઙいԜみがある。長さ1.5～2.0mm、幅1.0～1.5mm。

（7）ϜΫϊΩ　"phananthe aTpera （Thunb.） 1lanDh.　֩　ΞαՊ

黒～৭で、形ならば広ཛ形。ද面は͟らͭく。ଘ長3.5～4.0mm、ଘ幅3.0～

3.5mm。

（8）ϛズφϥʵφϥΨシϫ　2uerDuT DriTpula #lume/2uerDuT aliena  #lume　༮Ռ　ϒφՊ

৭で、Ռ࣮は֪ేにแまれている。֪ేは෴נঢ়のྡྷยに෴われる。高さ4.7mm、幅

6.9mm。

（9）ΠνΠΨシ　2uerDuT HilWa #lume　Ռ࣮　ϒφՊ

黒৭で、ଆ面؍はପԁ形。ͦが大きくらΉ。高さ11.5mm、幅8.8mm。༮Ռも産出した。

֪ేにแまれているঢ়ଶであり、Ֆ柱のटは太い。柱಄は４ͭに྾する。༮ՌのՌ࣮と֪ేの

ද面は平である。高さ7.1mm、幅4.5mm。

（10）コφϥଐΞΧΨシѥଐ　2uerDuT TubHen. $yDlobalanopTiT　Ռ࣮・༮Ռ・֪ే　ϒφՊ
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Ռ࣮は黒৭で、形ならばଆ面؍はପԁ形。ද面は平。ଘ高3.1mm、ଘ幅7.4mm。

֪ేは৭で、ঢ়。ྠঢ়をもͭためΞΧΨシѥଐとಉఆした。ଘ幅11.7mm。

（11）コφϥଐ　2uerDuT Tp.　Ռ࣮　ϒφՊ

৭で、形ならばଆ面؍はପԁ形。長࣠に平行するઙい溝がある。

（12）ΞΧϝΨシϫ　.allotuT japoniDuT （L.f.） .Ûll."rH.　種子　τダΠάαՊ

黒৭で、ଆ面؍は広ପԁঢ়ԁ形。ද面はತԜがܹしく、͟らͭく。長さ3.0～3.5mm、幅3.0～

3.5mm。

（13）ΠタϠΧΤσ　"Der piDtum Thunb.　種子　ϜΫϩδՊ

黒৭で、ଆ面؍は྆がઑる長ପԁ形。എ面にはྏがある。ද面は͟らͭく。長さ10.8mm、

幅5.6mm。

（14）ϛπσΧΤσ　"Der DiTTifolium （4iebold et ZuDD.） ,.,oDh　種子　ϜΫϩδՊ

৭で、ଆ面؍は྆がઑるཛ形。ද面は͟らͭく。長さ6.8mm、幅4.4mm。

（15）τνϊΩ　"eTDuluT turbinata #lume　種子　ϜΫϩδՊ

黒৭で、形ならばٿ形。ද面は上෦が平であり、下෦は͟らͭく。ଘ長

10.5mm、ଘ幅15.1mm。

（16）Ωϋダ　1hellodendron amurenTe 3upr.　種子　ϛΧンՊ　

黒৭で、形ならばଆ面؍はԣཛ形。ઌはઑる。ද面にはઙいԜみによる模༷がある。

。ଘ幅1.5mm、ଘ長2.3mm

（17）ϛズΩ　$ornuT DontroWerTa )emTl.　֩　ϛズΩՊ

৭で、ଆ面؍はภٿ形。ॎํ向にઙく溝がる。中ԝにはணである大きなԜみがある。

長さ4.5mm、幅4.7mm。

（18）ΤΰϊΩ　4tyrax japoniDa 4ieb.et ZuDD.　֩　ΤΰϊΩՊ

黒৭で、形ならばଆ面؍はڱପԁ体。にはணがある。ද面は͟らͭく。ଘ長6.5mm、

。ଘ幅4.1mm

（19）ϚタタϏଐ　"Dtinidia Tpp.　種子　ϚタタϏՊ

৭～黒৭で、ଆ面؍はڱପԁ形、ෲ面にはྏがある。ද面にはԁ形のԜみによる模༷

がある。長さ1.4～1.6mm、幅1.3mm。

（20）χϫτコ　4ambuDT raDemoTa L. TubTp. 4ieboldiana  （.iR.） )ara　֩　ϨンϓΫιՊ

ԫ৭～҉୶赤৭で、ଆ面؍はڱପԁ、上面؍はପԁ形。ද面にはい΅ঢ়のོがฒͿ。ෲ面に

はணであるԜみがある。長さ2.2～2.7mm、幅1.2～1.6mm。

（21）タϥϊΩ　"ralia elata （.iR.） 4eem.　֩　コΪՊ　

୶い৭で、形ならばଆ面؍は長ପԁ形。ද面はスϙンδঢ়で、小さなತԜが多くある。

。ଘ長2.3mm、幅1.3mm

（22）スήଐΞθスήઅ　$arex TeDt. $arex Tp.　Ռ࣮　ΧϠπリάαՊ

黒৭で、ଆ面؍は広ཛ形、上面؍はややፏ平。ٯが生える。長さ1.9mm、幅1.3mm。
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（23）スήଐ　$arex Tp.　Ռ࣮　ΧϠπリάαՊ

黒৭で、ଆ面؍はପԁ形、上面؍は三ྏ形。ද面はやや͟らͭく。長さ2.1mm、幅1.0mm。

（24）ϗタルΠଐ　4DirpuT Tpp.　Ռ࣮　ΧϠπリάαՊ　

黒৭で、ଆ面؍は広ཛ形、上面؍は平ತϨンズ形。ٯが生える。ද面は͟らͭく。長さ1.7

～1.9mm、幅1.4～1.8mm。

（25）ώΤଐ　&DhinoDhloa Tpp.　༗ふՌ　ΠωՊ

ԫ৭で、ଆ面؍はପԁ形、上面؍はややፏ平。എ面はややらみ、ઌがややઑる。ද面は

平。長さ2.2mm、幅1.4mm。

（26）Πω　0riza TatiWa L.　֪　ΠωՊ

ԫ৭で、ଆ面؍はڱପԁ形、上面؍はፏ平。ઌはઑる。ॎํ向に̎ຊ溝がる。長さ

7.5mm、幅1.4mm。

（27）Ξϫ　4etaria italiDa （L.） 1.#eauW.　化種子　ΠωՊ

いͼͭなٿ形。എ面にはઙいॎ溝がある。ᡢは長さ0.3mmほどである。長さ1.2mm、幅

1.2mm。

（28）Τϊコϩάαଐ　4etaria Tp.　༗ふՌ　ΠωՊ.

があるため、野ىはፏ平。ද面にはঢ়のᰒཻঢ়ಥ؍はପԁ形、上面؍৭で、ଆ面৭～

生のΤϊコϩάαにۙい種ྨである。長さ2.5～2.7mm、幅1.5～1.6mm。

（29）ϋΪଐ　LeTpedeza Tp.　Ռ࣮　ϚϝՊ

৭で、ଆ面؍は広ཛ形、上面؍はፏ平。ઌがややઑる。ද面は平で、わずかに຺ঢ়の

模༷がある。長さ2.9mm、幅2.2mm。

（30）タωπέバφଐ　$ardamine Tp.　種子　ΞϒϥφՊ

ԫ৭で、ଆ面؍はପԁঢ়の長ํ形、上面؍はፏ平。ද面にはࡉかい模༷がある。長さ

1.2mm、幅0.9～1.0mm。

（31）ϛズώΩ　1erTiDaria filiformiT （Thunb.） /akai ex 8.T.Lee　Ռ࣮　タσՊ

黒৭で、ଆ面؍はཛ形、上面؍はፏ平。ઌはઑる。長さ3.1～3.5mm、幅2.3～2.5mm。

（32）ϠφΪタσ　1erTiDaria hydropiper （L.） %elarbre　Ռ࣮　タσՊ

৭～黒৭で、ଆ面؍は広ཛঢ়ԁ形またはପԁ形、上面؍はڱཛ形。എ面にはಷいྏがある。

ද面にはࡉかい模༷がある。長さ2.6～3.5mm、幅 1.6～2.3mm。

（33）αφΤタσʵΦΦΠψタσ　1erTiDaria TDabra （.oenDh）.old/1. lapathifolia （L.）4 .F.(ray

　Ռ࣮　タσՊ

黒৭で、ଆ面؍は広ཛ形、上面؍はややፏ平。എ面はらみ、ෲ面は平ୱ。下には太くい

ಥىঢ়のՖ柱基෦がある。基෦から৳ͼるٯがるݸ体もある。ද面は平。長さ2.6mm、幅

1.6～1.7mm。

（34）ΦϥンダΠνΰଐʵϔϏΠνΰଐ　FraHaria Tp./ %uDheTnea Tp.　Ռ࣮　バϥՊ

ԫ৭で、ଆ面؍はඇରশのԣ広ཛ形、上面؍はପԁ形。ෲ面の中ԝにはணがある。ද面は
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平。長さ1.8mm、幅0.6mm。

（35）ΧϥϜシଐ　#oehmeria Tp.　Ռ࣮　ΠϥΫαՊ

୶ԫ৭で、ଆ面؍は広ཛ形、上面؍はঢ়。ઌはઑる。ද面は͟らͭく。長さ0.6mm、

幅0.5mm。

（36）ϊϛϊϑスϚ　4tellaria alTine (rimm War. undulate （Thunb.）　種子　φσシコՊ

৭で、ԁ形。ද面にはい΅ঢ়のಥىがある。長さ0.7mm、幅0.7mm。

（37）シϋコϕ　.yoToton aRuatiDum （L.） .oenDh　種子　φσシコՊ

黒৭で、ଆ面؍はԁ形、上面؍はፏ平。ද面にはい΅ঢ়のಥىがີ生する。長さ1.0mm、幅

0.6mm。

（38）ΞΧβଐ　$henopodium Tpp.　種子　ώϢՊ

黒৭で、ଆ面؍はԁ形～ପԁ形、上面؍はፏ平。ද面は平で、ޫがある。長さ1.0～

1.3mm、幅0.8～1.1mm。

（39）ϠϚΰϘ　1hytolaDDa aDinoTa 3oxb.　種子　ϠϚΰϘՊ

黒৭で、形ならばଆ面؍はԁ形。ද面にはணを中৺としたࡉઢঢ়ོঢ়によるಉ৺ԁঢ়の模

༷がある。ޫがある。ଘ長2.2mm、ଘ幅1.9mm。

（40）φスଐ　4olanum Tp.　種子　φスՊ

ԫ৭で、ଆ面؍はਛଁঢ়ԁ形、上面؍はፏ平。ද面には模༷がある。長さ2.0mm、幅

1.7mm。

（41）ϝϋδΩଐ　LeonuruT Tp.　Ռ࣮　シιՊ

黒৭で、ෲ面には中ԝのॎのྏઢがある。ද面はやや͟らͭく。長さ2.0mm、幅1.2mm。

（42）ϝφϞϛଐ　4iHeTbeDkia Tpp.　Ռ࣮　ΩΫՊ

黒৭で、三֯ঢ়ඛ形。ද面にはࡉかいॎ溝や、ࡉかいい΅ঢ়のಥىがある。長さ2.5mm、幅

1.2mm。

（43）ෆ໌　6nknown 　ժ

৭～黒৭である。ॎํ向にણҡঢ়のےがる。長さ2.8～5.5mm。

̐ɽڥͷભҠ

Ҏ下では大ܕ২物遺体の産出ঢ়گを層૬͝とにまとめ、調査地の২生のม化にͭいて考した。

#３層：木ຊ২物̓ྨ群、ຊ২物10ྨ群がಘられた。木ຊ২物には༿樹のώϊΩとϞϛ、

πΨ、落༿高木のΩϋダとϛズΩ、落༿木のΩΠνΰଐとタϥϊΩが産出した。ຊ২物は࣪

地や水辺に生ଉするスήଐΞθスήઅや、ϗタルΠଐ、ϠφΪタσが多く、次いで路やۭき地

に生ଉするΤϊコϩάαଐやαφΤタσʵΦΦΠψタσ、ΞΧβଐ、山野などに生ଉするϝφϞ

ϛଐなどが産出した。

#̎層：木ຊ২物３種ྨ、ຊ২物１種ྨがಘられた。ଞの層Ґとൺֱして২物遺体のྨ群

と産出はগなかった。木ຊ২物として落༿樹のϜΫϊΩとΩΠνΰଐ、Ϋϫଐが、ഓ২物
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としてΞϫが産出した。

#１層：ϥϛφ層である。木ຊ২物̓種ྨ、ຊ২物̎種ྨがಘられた。木ຊ২物は༿樹の

Ϟϛ、落༿高木のϜΫϊΩとΫϫଐ、落༿ͭる২物のϚタタϏଐなどが産出した。ຊ২物はス

ήଐ、࣪地や水辺に生ଉするϠφΪタσが産出した。

"３層：木ຊ২物10種ྨ、ຊ২物̎種ྨがಘられた。木ຊ২物のྨ群が増加する。#層で

、られた༿樹のώϊΩや落༿高木のϜΫϊΩに加え、ΠタϠΧΤσや、ϛズφϥʵφϥΨシϫݟ

ৗ高木であるΠνΠΨシやΞΧΨシѥଐがݟられるようになる。一ํでຊ২物のྨ群はগ

なく、ߥ地や路に生ଉするΦϥンダΠνΰଐʵϔϏΠνΰଐとシϋコϕが産出した。

"̎層下：木ຊ২物̕種ྨ、ຊ২物３種ྨがಘられた。木ຊ২物には༿樹のϞϛとπΨ、

落༿高木のϜΫϊΩとΠタϠΧΤσ、ΞΧϝΨシϫ、Ϋϫଐ、ৗ高木のΠνΠΨシやコφϥଐ

ΞΧΨシѥଐがݟられた。"３層と成は大きくมわらないが、陽樹のΞΧϝΨシϫが加わる。

ຊ২物には、ߥ地や路に生ଉするΤϊコϩάαଐやΞΧβଐが産出した。

"̎層：木ຊ২物̕種ྨ、ຊ২物３種ྨがಘられた。木ຊ২物には༿樹のώϊΩとϞϛ、

ৗ高木のΠνΠΨシやΞΧΨシѥଐ、落༿ͭる性২物のϚタタϏଐ、落༿木のχϫτコが産

出した。#̎層から"̎層まで多産したϜΫϊΩはݟられなくなる。ຊ২物には࣪地やߥれ地

に生ଉするタωπέバφଐや林ԑに生ҭするϛズώΩ、ഓ২物のΠωが産出した。

"１層：木ຊ২物̔種ྨ、ຊ২物̔種ྨがಘられた。木ຊ২物には༿樹のώϊΩとϞϛ、

πΨ、ৗ高木のΠνΠΨシとコφϥଐΞΧΨシѥଐ、落༿高木のΞΧϝΨシϫ、落༿ͭる২物

のϚタタϏଐ、落༿木のχϫτコが産出した。ຊ২物には林ԑに生ଉするϛズώΩや、ߥ地

や路に生ଉするΧϥϜシଐやϊϛϊϑスϚ、ϝϋδΩなどが産出した。

層૬͝との২物遺体の検出ঢ়گからは、次のような২生のભҠがݟられた。まず、#３～#１

層ではຊ২物の産出やྨ群が多く、特に#３層を中৺にスήଐやϗタルΠଐ、ϠφΪタ

σなどの࣪地性の২物が多く産する。木ຊ২物のྨ群はগなく、χϫτコやΩΠνΰଐなどの

中木がཱͭ。一ํで"３～"１層では木ຊ২物のྨ群が多༷になる向にある。特に#３

～#１層では༿樹と落༿樹が主体తであったが、これにৗ高木であるΠνΠΨシやΞΧΨシ

ѥଐが加わる。ຊ২物では࣪地に生ଉする২物がݮগし、ߥ地や路に生ଉする২物がཱͭ

ようになる。

このことから、#３～#１層の時期では࣪地や水辺であったのにରし、"３～"１層の時期に水

いた場所にೋ次林であるΠνΠΨシやχϫτコ、ΞΧϝΨシϫなどの樹סが後ୀし、溝प辺のࡍ

木のが֦大したことがਪఆできる。#１層はϥϛφもݟられる。#１層の時期にԿらかの

。ม化があったことも考えられるڥ

̑ɽੜ࣌தޙظ༿ʙݹ࣌લظલ༿ͷ২ར༻

木ຊ২物には、ΠνΠΨシなどのৗ樹や、τνϊΩ、ϛズφϥʵφϥΨシϫなどの落༿樹、

ώϊΩやϞϛ、πΨなどの༿樹などがあり、ຊ২物にはϗタルΠଐやϠφΪタσなど水辺や
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࣪地にۙい地に生ଉする২物や、タωπέバφଐやシϋコϕなどのߥれ地や路に生ଉする

২物があり、溝のۙ辺が多種ྨの২物にғまれていたことがわかる。

今ճ出土した২物遺体で、Ռ࣮が৯用できるものには、ϒドଐとϜΫϊΩ、ΩΠνΰଐ、Ϋ

ϫଐ、ϚタタϏଐがある。またタϥϊΩはएժを৯することもでき、タωπέバφଐやΞΧβଐ、

ϠφΪタσには༿を৯することのできる種ྨもある。

ΠωやΞϫなどのഓ২物や、ώΤଐなどのഓのՄ能性の高い২物も֬認できた。特に、シ

ルτ～ࡉ砂の"̎層のଯ積中より検出されたΠωはݱ地で利用されたՄ能性が高いと考えられ

る。

২物遺体の出土ঢ়گからは、࣮֬に৯用されていたかはෆ໌であるが、下水主遺跡はप辺で生

。であったとਪఆされるڥする人々が多༷な২物を֫ಘしやすい׆

̒ɽ͓ΘΓʹ

下水主遺跡の২物遺体のੳからは、遺跡がຊ২物の多い࣪地・水辺のڥから次第に木ຊ

২物の多いڥにม化したとਪఆされ、またੳࢼྉには多種ྨの༗用২物が含まれることが໌

らかとなった。このことから、下水主遺跡にॅΉ人々が林地や࣪地などの多種ྨの২物が生ଉ

するڥを利用し、多༷な২物利用を行っていたՄ能性が高いとਪఆできた。

このੳは、Պֶ研究අิॿ金Պֶ研究අิॿ金基൫研究（"）ʮೄ文時代前期にお͚る林

利用体系の成ཱと২物Ҡೖの২物ֶతղ໌ʯ（代ද：能城修一）（研究՝番号：24240109）のݯࢿ

一෦を使用して࣮ࢪした。

Ҿ用・ࢀ考文ݙ

佐竹ٛีほか編1982ʰ日ຊの野生২物　ຊ１・̎ʱ平ຌ社

佐竹ٛีほか編1989ʰ日ຊの野生২物　木ຊ１・̎ʱ平ຌ社

২物文化研究会編1996ʰՖと樹の大事యʱദ書

鈴木༱・高橋　ౙ・҆Ԇ尚文編2012ʰ木の種子とՌ࣮ʱ文ಊ

中山ࢸ大・井೭رޱ秀・南山ࢤ編2004ʰ日ຊ২物種子ਤ （ؑվగ൛）ɦ 東北大ֶ出൛会

ถ倉࢘ߒ・ֿ田 （2003）　ʮ#( 1lantT 和名ʵֶ名ΠンσοΫスʯ（:LiTt）http://yliTt.info

ʻ記ʼ　ੳࢿྉは、̨̙22の４区護岸̚ࡐの上層から࠾औしたαンϓルである。̖１～３

層は、断面３（ຊ文第34・35ਤࢀর、巻಄ਤ൛第６ࢀর）の古墳時代ॳ಄～前期前༿の層Ґに、̗

１～３層は弥生時代中期後༿の層ҐにରԠする。なお、護岸̚ࡐ上の২物遺体が多く含まれる

̗３層（第36ਤ53層にରԠ）から出土した種࣮にͭいては、加器࣭ྔੳ法による์ࣹ性ૉ年

代測ఆを࣮ࢪし37-10 Dal #$（10.5�）およͼ3 Dal#$-68 Dal "%（84.9�）の暦年代がಘられている

（編３ࢀর、巻಄ਤ൛第６ࢀর）。
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ྨ群 理番号 "-1 "-2 "-2下 "-3 #-1 #-2 #-3下
ώϊΩ ༿ 3 4 10 	��

Ϟϛ ༿ 	1
 	1
 	1
 1 	1
 	2
 4 
πΨ ༿ 1 1 5 
ϒドଐ 種子 	1

ΩΠνΰଐ ֩ 1 1 
ϜΫϊΩ ֩ 	16
 	7
 	13
 	9

Ϋϫଐ ֩ 1 2 2 1 	1
 1 
ϛズφϥʵφϥΨシϫ ༮Ռ 1 

ΠνΠΨシ
༿ 	3
 	1
 	1
 	1

Ռ࣮ 1 

コφϥଐΞΧΨシѥଐ
Ռ࣮ 1 	3
 	2
 	2

༮Ռ 1 
֪ే 1 

コφϥଐ Ռ࣮ 	1
 	1
 	2

ΞΧϝΨシϫ 種子 	1
 2 

ΠタϠΧΤσ
Ռ࣮ 1 2 
種子 	1


ϛπσΧΤσ Ռ࣮ 1 
τνϊΩ 種子 	1

Ωϋダ 種子 	1

ϛズΩ ֩ 	2

ΤΰϊΩ ֩ 	1

ϚタタϏଐ 種子 1 	1
 2 
χϫτコ ֩ 	1
 3 	1
 1 
タϥϊΩ ֩ 	1

スήଐΞθスήઅ Ռ࣮ 1 
スήଐ Ռ࣮ 1 1 
ϗタルΠଐ Ռ࣮ 3 
ώΤଐ ༗ふՌ 1 1 
Πω ֪ 	3

Ξϫ 化種子 1 
Τϊコϩάαଐ ༗ふՌ 1 2 
ϋΪଐ Ռ࣮ 1 
タωπέバφଐ 種子 1 1 
ϛズώΩ Ռ࣮ 1 1 
ϠφΪタσ Ռ࣮ 2 8 	1

αφΤタσʵΦΦΠψタσ Ռ࣮ 2 
ΦϥンダΠνΰଐʵϔϏΠνΰଐ Ռ࣮ 1 
ΧϥϜシଐ Ռ࣮ 1 
ϊϛϊϑスϚ 種子 1 
シϋコϕ 種子 1 
ΞΧβଐ 種子 1 2 4 
ϠϚΰϘ 種子 	1

φスଐ 種子 1 
ϝϋδΩଐ Ռ࣮ 1 
ϝφϞϛଐ Ռ࣮ 1 	1


ෆ໌
ժ 	��
 	��
 	��
 	�
 	��

種子 12 1 

ࠛ 	�
 	��
 	�
 	��
 	�
 	�
 	��

�:1-9、��:10-49

ද１　下水主遺跡から出土した大ܕ২物遺体（ׅހ内はഁย）
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編６　下水主遺跡から出土した大ܕ২物遺体

佐々木由香（໌࣏大ֶ黒༾石研究センター）

バンダリ スダルシャン（ύϨΦ・ϥϘ）

1ɽ͡Ίʹ

　京都府城陽市にҐஔする下水主遺跡は、木津川ӈ岸の地にཱ地する南北約1200m、東西約

540mのൣғに広がるೄ文時代からۙ世にか͚ての集落跡である。ここでは、木津川Ԋいのඍ高

地にྲྀれる弥生時代中期後༿から古墳時代ॳ಄の溝からಘられた大ܕ২物遺体のಉఆを行い、

時の২生や利用২物の一を໌らかにする。

�ɽࢼྉͱํ๏

と、公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センタ（ྉࢼҎ下、ଯ積物）ྉࢼྉは、ଯ積物2ࢼ　

ーで水ચされた大ܕ২物遺体（Ҏ下、水ચࢼࡁྉ）である。ଯ積物ࢼྉは、第６次調査で検出され

た4%22の2区断面2のᶜ層下層（古墳時代ॳ಄）と、東นの木༿集積෦（弥生時代中期後༿）の下層

の༿遺体を多く含ΉՕ所から࠾औされた（࠾औҐஔは別項ࢀর）。木༿集積෦はෑ༿遺構と考えら

れている。

　ଯ積物ࢼྉの水ચは、ύϨΦ・ϥϘにて行った。ᶜ層下層は300DDのଯ積物を、࠷小0.5mm

のᝲで水ચした。木༿集積෦下層はଯ積物中に含まれる༿をશてந出した。

　水ચࢼࡁྉは、水ચࢼࡁྉのうち、ାの୯Ґで9ࢼྉをந出し、શをಉఆした。ࢼྉの時期は、

弥生時代中期後༿～古墳時代ॳ಄である。水ચྔや水ચํ法はෆ໌である。

　ந出・ܭ・ಉఆは、؟およͼ࣮体ݦඍڸ下で行った。ܭのํ法は、形または一෦がഁ

ଛしていても1ݸ体とみなせるものは形としてえ、1ݸ体にຬたないものはഁยとした。༿は

ഁยであっても、༿ฑがଘしている場߹は1ݸ体としてܭした。ܭがࠔなྨ群は、記

号（�）で示した。ಉఆされたࢼྉは、公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センターでอさ

れている。

3ɽ݁Ռ

ʦଯ積物ࢼྉʧ

　木ຊ২物では༿樹のϞϛ༿の1ྨ群、広༿樹のϑδଐ༿とαΫϥଐαΫϥઅ֩、ΩΠνΰ

ଐ֩、ϜΫϊΩ֩、ΤϊΩଐ֩、Ϋϫଐ֩、ΠνΠΨシ༿・Ռ࣮・֪ే、コφϥଐΞΧΨシѥଐ

༮Ռ・ະख़֪ే、ΞΧϝΨシϫ種子、ルシଐʵψルσ内Ռൽ、ϛπσΧΤσՌ࣮、ΠタϠΧΤ

σՌ࣮・種子、ΧΤσଐՌ࣮、τνϊΩՌ࣮・ະख़Ռ・種子、ϜΫϩδ種子、Ωϋダ種子、Χϥ

スβンシϣ種子、ϛズΩ֩、αΧΩ種子、ΤΰϊΩ֩、ϚタタϏଐ種子、ϜϥαΩシΩϒଐ֩、
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χϫτコ֩、タϥϊΩ֩の24ྨ群、

ຊ২物ではϛΫリଐ֩と、スήଐ"Ռ࣮、

スήଐ#Ռ࣮、ώΤଐ༗ふՌ、Τϊコϩ

άαଐ༗ふՌ、ϊϒド種子、ΧφϜά

ϥ֩、スϛϨଐ種子、ϠφΪタσՌ࣮、

αφΤタσʵΦΦΠψタσՌ࣮、Ϝϥα

ΩέϚン種子、シϋコϕ種子、ΞΧβ

ଐ種子、ϠϚΰϘଐ種子、φス種子、

φスଐ種子、χΨΫαଐՌ࣮、Ϡϒδϥ

ϛ૯ᣅの18ྨ群の、43ܭྨ群がݟい

だされた。種࣮Ҏ外のժはෆ໌ժに一ׅ

した。大ܕ২物遺体Ҏ外には、子೯ەと

ࠛがಘられた（ද1）。

ʦ水ચࢼࡁྉʧ

木ຊ২物では、༿樹のΠψΨϠ種子

の1ྨ群、広༿樹のϗΦϊΩ種子と、Ξ

ϫϒΩଐ֩、ϒドଐ種子、ϞϞ֩・

化֩、αΫϥଐαΫϥઅ֩、スϞϞ֩、

ϠϚϞϞ֩、ϜΫϊΩ֩、Ϋリ化Ռ࣮、

スダδΠՌ࣮、コφϥՌ࣮・༮Ռ・֪ే、

コφϥଐコφϥઅՌ࣮・༮Ռ・֪ే・ະ

ख़֪ే、ΠνΠΨシՌ࣮・ະख़Ռ・֪ే

Ռ࣮・化子༿、コφϥଐΞΧΨシѥ

ଐະख़Ռ・༮Ռ・֪ే・ະख़֪ే、コφ

ϥଐՌ࣮、Φχάルϛ֩・化֩、αϫ

άルϛՌ࣮、ΞΧϝΨシϫ種子、τνϊ

ΩՌ࣮・ະख़Ռ・種子・ະख़種子・子༿、

ϜΫϩδ種子・ະख़種子、αンシϣ種子、

Χϥスβンシϣ種子、ϛズΩ֩、Τΰ

ϊΩ֩、ϋΫンϘΫ֩、ΫαΪ֩の26

ྨ群、ຊ২物ではコϗω種子・

ද１　ଯ積物ࢼྉから出土した大ܕ২物遺体（ׅހ内はഁย）

化種子と、ϛΫリଐ֩、Πω化・化種子、ϊϒド種子、ダΠズଐ化種子、Ξα֩、ΧφϜ

άϥ֩、ϝϩン間種子、αφΤタσʵΦΦΠψタσՌ࣮、ΠψタσଐՌ࣮、φΪπΧϛՌ࣮、π

リϑωιଐ種子の12ྨ群の、߹39ܭྨ群がಘられた。このほかՊҎ上のৄࡉなಉఆができなか

ったෆ໌ժと、ՊҎ上にಉఆՄ能なࣝ別がଘしていないಉఆෆ能化種࣮は、一ׅした（ද2）。
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　Ҏ下、ଯ積物ࢼྉにͭいて、大ܕ২物遺体を記ࡌする（ෆ໌ժはআく）。

　4%22、6層下層：ΠνΠΨシがඇৗに多く、ϜΫϊΩとΤϊΩଐ、Ϋϫଐ、ΞΧϝΨシϫがগ

ྔ、コφϥଐΞΧΨシѥଐとΠタϠΧΤσ、τνϊΩ、ϜΫϩδ、Ωϋダ、ϚタタϏଐ、χϫτ

ද̎　水ચࢼࡁྉから出土した大ܕ২物遺体（ׅހ内はഁย）
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コ、Τϊコϩάαଐ、ϊϒド、ϠφΪタσがわずかにಘられた。ͦれҎ外のྨ群は3Ҏ下

の産出であった。3Ҏ下のഓ২物として、φスがಘられた。

　4%22、木༿集積෦下層：ϑδଐがඇৗに多くಘられた。

　水ચࢼࡁྉにͭいては、4%22で一ׅして記ࡌする。

　水ચࢼࡁྉ4%22：ΠνΠΨシとΞΧΨシѥଐが多く、コφϥଐとτνϊΩ、ΤΰϊΩ、ϊϒド、

ΧφϜάϥがやや多く、ϒドଐとϞϞ、ϠϚϞϞ、ϜΫϊΩ、コφϥ、コφϥଐコφϥઅ、Φ

χάルϛ、ΞΧϝΨシϫ、ϜΫϩδ、ϛズΩ、ΫαΪ、ϝϩン間がগྔಘられた。ͦのଞは10

ະຬであった。10ະຬのഓ২物では、スϞϞとΠω、ダΠズଐ、Ξαがಘられた。

　次に、ಘられた主要なྨ群の記ࡌを行い、ਤ൛にࣸਅを示してಉఆのࠜڌとする。なお、

ྨ群のֶ名は、ถ倉・ֿ田（2003-）に४ڌし、"1(ᶙリスτのॱとした。

（1）Ϟϛଐ　"bieT Tp.　༿　ϚπՊ

　৭で、ഁยであるが形ならば形。എ面の中ԝ෦にはॎํ向の溝があり、ෲ面には幅の

広いೋྻのؾ孔がある。ઌわずかに7ࣈ形をఄす。基෦はଘしていない。ଘ長6.7mm、

幅2.3mm。

（2）ϑδଐ　8iTteria Tpp.　༿　ϚϝՊ

　ԫ৭で、ڱཛ形または長ପԁ形、શԑ。太くい༿ฑがある。長さ73.6mm、幅29.6mm（ਤ

൛１-2）、ଘ長51.4mm、幅26.8mm（ਤ൛１-3）、長さ49.4mm、幅10.6mm（ਤ൛１-4）。

（3）αΫϥଐαΫϥઅ　1runuT TeDt. 1TeudoDeraTuT Tp.　֩　バϥՊ

。はପԁ形。下に大きくく΅んだணがある؍はԁ形にۙいପԁ形、ଆ面؍৭で、上面҉　

ද面は平。֩ൽはްくߗい。ଘ長4.4mm、ଘ幅3.5mm。

（4）ΩΠνΰଐ　3ubuT Tp.　֩　バϥՊ

　҉赤৭で、上面؍は幅広の྆ತϨンズ形、ଆ面؍はઌがۂしたਛ形。ද面にはෆఆ形な

多֯形ঢ়のྏによるঢ়ོઢがある。長さ1.4mm、幅0.8mm。

（5）Ϋϫଐ　.oruT Tpp.　֩　ΫϫՊ

　赤৭で、ଆ面؍はいͼͭな広ཛ形または三֯ঢ়ཛ形、断面はཛ形または三֯形。എ面

はྏをなす。ද面にはΏるやかなԜತがあり、ްくややߗい。基෦にᅏঢ়のಥىをͭ࣋。長さ

1.9mm、幅1.6mm。

（6）ΠνΠΨシ　2uerDuT HilWa #lume　༿・Ռ࣮・֪ే　ϒφՊ

　༿ԑは上෦にӶいࣃڒがある。ઌはٸにઑり、基෦は次第にڱくなりಷ形。ཪ面はԫ৭

の星ঢ়ໟがີ生している。10～14ରでまっすぐにࣼ上して༿ԑにୡし、໌ྎにฒ行する。主຺は

ཪ面にོىする。長さ60.3mm、幅22.0mm（ਤ൛1-8）、ଘ高55.9mm、幅27.6mm（ਤ൛1-9）、高

さ57.0mm、幅16.5mm（ਤ൛1-10）、ଘ高44.0mm、幅13.4mm（ਤ൛1-11）。Ռ࣮のଆ面؍はପԁ

形～長ପԁ形で、ಥ出෦（ट）はԁ柱ঢ়ないしԁਲ਼ঢ়でྠঢ়がある。柱಄はくԣを向く。Ռ࣮

の上෦とͦのۙにはໟがີ生する。高さ19.4mm、幅13.5mm。֪ేはԁਲ਼形で、ྡྷยは߹ணし

てྠঢ়にฒͿ。高さ8.5mm、幅13.4mm。



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-３ø÷-

（7）コφϥଐΞΧΨシѥଐ　2uerDuT TubHen. $yDlobalanopTiT Tpp.　༮Ռ　ϒφՊ

　黒৭で、ਂい形。ྡྷยはྠঢ়。୯体で産出する。太い柱಄をͭ࣋Ռ࣮が内෦にあるため、Π

νΠΨシҎ外のΞΧΨシѥଐである。高さ7.5mm、幅6.8mm。

（8）ルシଐʵψルσ　ToxiDodendron Tpp. - 3huT jaWaniDa L.　内Ռൽ　ルシՊ

　赤৭で、上面؍は中ԝがややらΉፏ平、ଆ面؍は中ԝがややくͼれ、ยଆがらんだよう

になる広ପԁ形。ද面は平でややޫがある。ද面およͼ断面構のৄࡉな検౼が行えなかっ

たので、ルシଐ-ψルσのಉఆにཹめた。形ঢ়はψルσにۙい。長さ3.2mm、幅3.9mm。

（9）τνϊΩ　"eTDuluT turbinata #lume　Ռ࣮・ະख़Ռ・種子　ϜΫϩδՊ

　Ռ࣮は黒৭で、形ならば上面؍はいͼͭなԁ形、ଆ面؍はԁ形～ཛ形。ද面は͟らͭく。

成ख़Ռではද面にൽঢ়のൗが໌ྎにある。3ยにかれる構で、ͦの୯Ґでഁยになり

やすい。นはްくややྗがあるが、ॊらかい。ଘ高15.2mm、ଘ幅6.8mm。ະख़Ռは高さ

9.2mm、幅6.4mm。種子の下෦は҉৭でޫがなく、上෦は黒৭でޫがややある。Ώ

がんだପԁ形。上下のڥの下にগしಥ出したணがある。種ൽはബくややߗい。種ൽද面には

。ଘ幅5.5mm、ଘ高6.7mm。模༷がີにあるࡉঢ়のඍࢦ

（10）ϜΫϩδ　4apinduT mukoroTTi (aertn.　種子　ϜΫϩδՊ

　黒৭で、ٿ形。ද面は平で木࣭。基෦はଘしないが、平らでややԜみ、Ռ࣮ணࠟがॎํ向

の溝となってみられる。長さ11.6mm、幅15.6mm。

（11）ϚタタϏଐ　"Dtinidia Tpp.　種子　ϚタタϏՊ

　赤৭で、上面؍は長ପԁ形、ଆ面؍はཛ形またはପԁ形。ද面には֯ޒ形や֯形、ԁ形、

ପԁ形などのۼみが࿈なる規ଇతなঢ়ོઢがある。นはബくߗい。長さ1.9mm、幅1.4mm。

αルφシやϚタタϏなど、種までのಉఆにはࢸらなかった。

（12）χϫτコ　4ambuDuT raDemoTa L. TubTp. Tieboldiana 	.iR.
 ).)ara War. Tieboldiana .iR.　

֩　ϨンϓΫιՊ

　赤৭で、上面؍はፏ平、ଆ面؍はପԁ形で基෦がややઑる。基෦に小さなணがあり、ॎํ

向にややる。ঢ়のԜತがԣํ向にる。長さ2.9mm、幅1.5mm。

（13）タϥϊΩ　"ralia elata 	.iR.
 4eem.　֩　コΪՊ

　҉赤৭で、形ならば上面؍はፏ平、ଆ面؍は月形。ྏにԊってঢ়の構がある。ଘ

長2.1mm、幅1.4mm。

（14）スήଐ"　$arex Tp. "　Ռ࣮　ΧϠπリάαՊ

ཛ形、断面は三ྏ形。ઌとணがややಥ出する。長さ1.7mm、幅ڱは؍৭で、ଆ面　

1.1mm。

（15）スήଐ#　$arex Tp. #　Ռ࣮　ΧϠπリάαՊ

　黒৭で、上面؍は྆ತϨンズ形、ଆ面؍は広ཛ形。基෦がංްする。長さ1.9mm、幅

1.4mm。

（16）ώΤଐ　&DhinoDhloa Tpp.　༗ふՌ　ΠωՊ
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がある。นはബく、ྗがある。長さ2.0mm、幅ےかいࡉ৭で、形。ॎํ向に҉　

1.2mm。

（17）Τϊコϩάαଐ　4etaria Tpp.　༗ふՌ　ΠωՊ

　黒৭で、上面؍はପԁ形、ଆ面؍は形。Ξϫよりもࡉ長く、ೕ಄ಥىがঢ়をఄする。

長さ2.4mm、幅1.5mm。

（18）φス　4olanum melonHena L.　種子　φスՊ

　赤৭で、上面؍は長ପԁ形、ଆ面؍はପԁ形。ணは໌ྎにۼΉ。ද面にはঢ়ಥىが෴נ

ঢ়となるࡉかいঢ়ོઢがある。長さ2.1mm、幅2.6mm。

（19）φスଐ　4olanum Tp.　種子　φスՊ

　赤৭で、上面؍はፏ平、ଆ面؍はପԁ形。ද面にはࡉかいঢ়ಥىをもͭૈいঢ়ོઢが

ある。長さ1.7mm、幅1.7mm。

�ɽߟ

　古墳時代ॳ಄の4%22のᶜ層下層から出土した大ܕ২物遺体をಉఆした݁Ռ、༿や種࣮を中৺

とした大ܕ২物遺体がಘられた。৯用Մ能な種࣮として、ݎՌྨではΠνΠΨシとコφϥଐΞΧ

Ψシѥଐ、τνϊΩがಘられ、ϕリーྨとしてはαΫϥଐαΫϥઅとΩΠνΰଐ、ϜΫϊΩ、Τ

ϊΩଐ、Ϋϫଐ、Ωϋダ、ϛズΩ、Χϥスβンシϣ、Ωϋダ、ϚタタϏଐ、χϫτコ、ຊྨ

ではώΤଐやΞΧβଐ、φスがಘられた。ϜΫϩδは৯用のほか石ݨなどに利用される。ルシ

ଐʵψルσは、ഓ種のルシと野生種のϠϚルシやπタルシ、ψルσなどの྆ํのՄ能性

があるが、外෦形ଶからは種Ϩϕルのಉఆはできなかった。形ଶはψルσにۙい。ৄ 、なಉఆにはࡉ

内Ռൽの断面構などの検౼がඞ要である。ルシଐʵψルσは৯用のほか、ルシならば中Ռ

ൽのを利用Մ能である。Χϥスβンシϣは༉やࡎなどとして利用されたՄ能性もある。

　ΞΧΨシѥଐのうち、ΠνΠΨシは生৯Մ能な種である。ただし৯用෦ҐであるՌ࣮Ҏ外に༿

が多く、֪ేも含まれるため、4%22प辺に生ҭしていた樹木からଯ積したՄ能性がある。コφ

ϥଐΞΧΨシѥଐにはΠνΠΨシも含まれているՄ能性があるが、༮Ռやະख़֪ేであり、これ

らもप辺に生ҭしていた樹木からଯ積したと考えられる。ಉ༷にτνϊΩも、産出はわずかで

あるが৯用できないՌ࣮やະख़Ռが含まれており、Տ൞林に生ҭしていた樹木からଯ積したՄ能

性がある。

　木ຊ২物からᶜ層下層のଯ積ஈ֊の২生をਪఆすると、Ϟϛなどの༿樹やΠνΠΨシやΞΧ

Ψシѥଐ、αΧΩなどのৗ広༿樹が含まれるが、主体は落༿広༿樹で、ΞΧϝΨシϫやΧϥ

スβンシϣ、χϫτコ、タϥϊΩといった陽樹が多く、4%22प辺は໌るい陽のたるڥで、

ೋ次林を形成していたՄ能性がある。特に৯用としても木ࡐとしても༗用なΠνΠΨシの༿がྑ

。なঢ়ଶで多くଯ積しており、͝くۙくのඍ高地にΠνΠΨシが生ҭしていたՄ能性がある

物のφスがಘられた。ྲྀ路内にはந水২物のϛΫリଐなどが生ҭしていた࡞ഓ২物では、畑　

とࢥわれるが、水生২物はほとんどݟられなかった。溝प辺のやや࣪った場所にはϠφΪタσや
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ϜϥαΩέϚンなど、道やסいた地にはΤϊコϩάαଐやΧφϜάϥ、シϋコϕ、ΞΧβ

ଐなどが生ҭし、木ࡐにはϊϒドなどのπル২物がབྷみ、日ӄとなった場所にはχΨΫαଐ

などが生ҭしていたとਪఆされる。

　弥生時代中期後༿の木༿集積෦下層からಉఆできた༿は、શてϑδଐであった。ϑδଐは林ԑ

や໌るい樹林内に生ҭするため、प辺に生ҭしていたと考えられる。ϑδଐの༿はӋঢ়ෳ༿で、

小༿はϠϚϑδの場߹4～6ରとなる。考古ֶతな所ݟでは、༿はෑ༿に用いられたとਪఆされて

いる。特ఆの樹種の༿のみがଯ積しており、成からも人ҝによるଯ積のՄ能性が考えられる。

　弥生時代中期後༿～古墳時代ॳ಄の水ચࢼࡁྉからは、木ຊ২物主体の種࣮がಘられた。ଯ積

物ࢼྉではಘられなかった৯用になるݎՌྨとして、ΫリとスダδΠ、コφϥ、コφϥଐコφϥ

અ、Φχάルϛがಘられた。Ϋリは化Ռ࣮、ΠνΠΨシは化子༿、Φχάルϛは人ҝతなଧ

ܸによってׂられたݸ体があり、利用されたものも含まれていた。コφϥとコφϥଐコφϥઅは

৯用となるՌ࣮Ҏ外に༮Ռと֪ేも含まれており、͝くۙ辺に生ҭしていたと考えられる。木ຊ

২物のഓ২物としては、Ռ樹であるϞϞとスϞϞがಘられた。特にϞϞは産出ྔが多く、祭祀

などのతで4%22に࣋ちࠐまれたՄ能性がある。また、৯用Մ能なϕリーྨとしては、ϒド

ଐとϠϚϞϞ、ϜΫϊΩ、αンシϣ、Χϥスβンシϣ、ϛズΩがಘられた。

　水ચࢼࡁྉのຊ২物では、特తな২物として、ഓ২物のΠωとΞα、ϝϩン間がಘら

れた。ϝϩン間は長さ8.0mmで、ϞϞσΟルΧϝϩンの大きさであった。またダΠズଐは大き

さからはഓ২物か൱かの判断はできなかったが、化しているため、গなくとも利用されたՄ

能性がある。またු༿২物であるコϗωがಘられており、水していた場所があったとਪఆさ

れる。

　下水主遺跡の弥生時代中期後༿から古墳時代ॳ಄には落༿とৗのݎՌྨと、ϕリーྨ、Ϛϝ

ྨに、Ռ樹のϞϞとスϞϞ、水田࡞物のΠω、畑࡞࡞物のΞαとϝϩン間、φスが֬認され、

多༷な林ݯࢿとഓ২物のํが利用されていたと考えられる。

大ֶ黒༾石研究センターの能࣏໌、ࢯ地調査において、京都大ֶ૯߹博物ؗ村上由美子ݱ　ࣙँ

城修一ࢯに͝ྗڠいただいた。このੳは、Պֶ研究අิॿ金Պֶ研究අิॿ金基൫研究（̖）ʮೄ

文時代前期にお͚る林ݯࢿ理・利用体系の成ཱと২物Ҡೖの২物ֶతղ໌ʯ（代ද：能城

修一）（研究՝番号：15)01777）を使用して࣮ࢪした。

Ҿ༻จݙ

ถ倉࢘ߒ・ֿ田　（2003-）#( 1lantT 和名ʵֶ名ΠンσοΫス（:LiTt）ɼhttp://yliTt.info

ʻ記ʼ　ੳされた大ܕ২物遺体は、ݱ地調査のࡍ、各種ඍࡉ遺物の࠾औのために࣮ࢪしたଯ積物

の水ચによってಘられたࢿྉである。࠾औした層Ґの時期は、主に古墳時代前期である。4%22の各

地から約250ାを࠾औし、̎ｍｍϝοシϡの金ଐϑルΠを用いてશྔを水ચした。
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編̓　下水主遺跡出土木ࡐの樹種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ύリϊ・αーϰΣΠ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ɹ͡ɹΊɹʹ

　下水主遺跡は、木津川ӈ岸の൙ཞ地にҐஔする、東西約540m、南北約980mの広がりをͭ࣋

ೄ文時代からۙ世にか͚ての集落跡である。今ճの調査区は、遺跡南෦のԭ積リοδ上にҐஔし、

発掘調査の݁Ռ、弥生時代中期後༿の護岸ࢪ設をうྲྀ路、古墳時代前期～中期の溝、飛鳥時

代・中世～ۙ世の各種遺構が検出されている。今ճのੳ調査では、弥生時代中期後༿とされる

4%22の護岸ࢪ設に利用されている木ࡐの樹種や樹ྸに関する報をಘることをతとして、樹

種ಉఆおよͼ年ྠܭ測を࣮ࢪする。

　̍ɽࢼྉ

　4%22の護岸ࢪ設は、西ଆࣼ面に構ஙされている。護岸ࢪ設は人ҝతӦྗにより形成された

土からなり、土下෦には大ܕ・小ܕの木ࡐがਊࡐとして利用されている。このうち、大ܕの木

（"～&）にͭ̑ࡐの木ܕは、֓ね溝のॎ断ํ向にஔされている。今ճのੳ調査では、大ࡐ

いて樹種ಉఆ、"にͭいては、樹ྸ報をಘるために年ྠܭ測を࣮ࢪする。各木ࢼࡐྉは、ݱ地

にて࠷もりྑい෦にͭいて幅10Dmఔのྠで࠾औした。

　̎ɽੳํ๏

　ʢ1ʣथछಉఆ

　ྠりから年ྠܭ測にӨڹが出ない෦で木ยを࠾औする。ంを用いて木ยから木ޱ（ԣ断

面）・ຝ（์ࣹ断面）・൘（ઢ断面）の３断面のె手ยを࠾औする。ยは、Τタϊール

50�、70�、90�、95�、100�、ϒタϊール：Τタϊールʹ１：１、ϒタϊール100�、ϒタϊー

ル：ΩシϨンʹ１：１、ΩシϨン100�のॱで水し、ϏΦϥΠτで෧ೖしてϓϨύϥーτとする。

ϓϨύϥーτは、生物ݦඍڸで木ࡐ৫の種ྨやྻを؍し、ͦの特をݱ生ඪຊおよͼಠཱ

行法人林૯߹研究所の日ຊ産木ࣝࡐ別σータϕースとൺֱして種 （ྨྨ群）をಉఆする。

　なお、木ࡐ৫の名শや特は、島地・伊東（1982）や8heelerଞ（1998）をࢀ考にする。また、

日ຊ産木ࡐの৫ྻは、林（1991）や伊東（1995、1996、1997、1998、1999）をࢀ考にする。

　ʢ�ʣྠܭଌ

　ྠりのද面をϙリοシャーで30番、120番、240番のॱに研ຏする。࣮体ݦඍڸを用いて年ྠ

のҐஔを֬認し、̑年ஔきにϐンをཱてて、年ྠのをܭする。
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　̏ɽ݁ɹՌ

　樹種ಉఆ݁Ռおよͼ年ྠܭ測݁Ռをද１に示す。木ࡐは、広༿樹̑ྨ群（コφϥଐΞΧΨシ

ѥଐ・ΤϊΩଐ・ΧΤσଐ・ϜΫϩδ・τνϊΩ）にಉఆされた。年ྠܭ測は、孔ࡐで年ྠ界

が໌ྎな̎（",&）ではܭできたが、る３はࢄ孔ࡐや์ࣹ孔ࡐなどで年ྠ界がෆ໌ྎであ

り、ಡみऔれない෦もある。

　ಉఆされた各ྨ群のղֶత特を記す。

　ɾίφϥଐΞΧΨγѥଐʢ2VFSDVT TVCHFO� $ZDMPCBMBOPQTJTʣɹϒφՊ

　์ࣹ孔ࡐで、道นްは中༱～ްく、ԣ断面ではପԁ形、୯ಠで์ࣹํ向にྻする。道は

୯穿孔を༗し、น孔はަޓঢ়にྻする。์ࣹ৫はಉ性、୯ྻ、１～15ࡉ๔高のものとෳ߹์

ࣹ৫とがある。

　ɾΤϊΩଐʢ$FMUJTʣɹχϨՊ

　孔ࡐで、孔ݍ෦は１～３ྻ、孔ݍ外でややܹٸにܘをݮじたのち、մঢ়にෳ߹してઢ・ࣼ

ํ向にྻし、年ྠ界に向かってܘをݮさせる。道は୯穿孔を༗し、น孔はަޓঢ়にྻ、

小道内นにはらせんංްが認められる。์ࣹ৫はҟ性、１～６ࡉ๔幅、１～50ࡉ๔高でৌࡉ

๔が認められる。

　ɾΧΤσଐʢ"DFSʣɹΧΤσՊ

、在しࢄがෳ߹してݸで、道นはബく、ԣ断面では֯ுったପԁ形、୯ಠおよͼ̎～３ࡐ孔ࢄ　

年ྠ界に向かってܘをݮさせる。道は୯穿孔を༗し、น孔はରྻ～ަޓঢ়にྻ、内นには

らせんංްが認められる。์ࣹ৫はಉ性、１～̑ࡉ๔幅、１～30ࡉ๔高。木ણҡが木ޱ面にお

いてෆ規ଇな༷をなす。

　ɾϜΫϩδʢ4BQJOEVT NVLPSPTTJ (BFSUO�ʣɹϜΫϩδՊϜΫϩδଐ

　孔ࡐで、孔ݍ෦は１ྻ、孔ݍ外でܹٸにܘをݮじたのち、մঢ়にෳ߹してྻし、年ྠ界に

向かって経をݮさせる。道は୯穿孔を༗し、น孔はަޓঢ়にྻ、小道内นにはらせんං

ްが認められる。์ࣹ৫はಉ性、１～３ࡉ๔幅、１～40ࡉ๔高。ॊ৫はपғঢ়～࿈߹ཌྷঢ়、

ଳঢ়およͼターϛφルঢ়。

　ɾτνϊΩʢ"FTDVMVT UVSCJOBUB #MVNFʣɹτνϊΩՊτνϊΩଐ

、在しࢄがෳ߹してݸで、道นはްく、ԣ断面では֯ுったପԁ形、୯ಠまたは̎～３ࡐ孔ࢄ　

年ྠ界に向かってܘをݮさせる。道は୯穿孔を༗し、น孔はަޓঢ়にྻ、内นにはらせん

ංްが認められる。์ࣹ৫はಉ性、୯ྻ、１～15ࡉ๔高で層֊ঢ়にྻする。

　一ํ、ྠࢼྉ"～&の形ঢ়をみると、ࢼྉ"は、ଘする࠷大ܘが19Dm、樹ྸ61年のਊࡐ࣋

である。؍したൣғでは、ෆࣗવな෦は認められない。ࢼྉ#はଘする࠷大33ܘDmのਊ

のྉ#にͭいては、ࣗવにׂれたとするにはややෆࣗવな形ঢ়をしており、加ࢼ。であるࡐ࣋

Մ能性がある。ࢼྉ$は、樹ൽのる27ܘDmのਊؙ࣋木である。ࢼྉ%は、ଘする࠷大ܘ

27DmのϛΧンׂঢ়の木ࡐである。いずれもΞΧΨシѥଐで、大きさから樹ྸは20年Ҏ上と考え

られるが、年ྠがෆ໌ྎなためにৄࡉはෆ໌である。これらにͭいては、ྠりの形ঢ়をみるݶ



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-３øÿ-

りでは、ෆࣗવなঢ়ଶは認められない。ࢼྉ&は、ଘする࠷大35ܘDmのਊࡐ࣋であるが、年ྠ

をみると、֬認できる樹ਊを中৺とするಉ৺ԁঢ়の年ྠとはҟなるํ向の年ྠが外ଆに認められ

ることから、ೋވないし三ވにذしていたՄ能性がある。؍したൣғではෆࣗવな形ঢ়は認

められない。

　̐ɽߟɹ

　弥生時代中期後༿の4%22の護岸ࢪ設に利用されている大ܕの木ࡐは、ৗ広༿樹のコφϥଐ

ΞΧΨシѥଐ、落༿広༿樹のΤϊΩଐ・ΧΤσଐ・ϜΫϩδにಉఆされた。ৗ広༿樹のΞΧΨ

シѥଐは、ஆԹଳ性ৗ広༿樹林の主要構成要ૉで、ݱ在では҆ఆした山地ࣼ面などにして

いる。ただし、աڈにおいては、京都ຍ地北西෦のന川ઔঢ়地にҐஔする北ന川遺跡では、

ೄ文時代൩期の遺跡ۙ辺にτνϊΩ・ΧΤσଐなどのԹଳ性落༿広༿樹林要ૉとΠνΠΨシなど

のஆԹଳ林要ૉがۙして生ҭしていたことが֬認されている（南木ほか1987）。また、ܡ川の൙

ཞ地にҐஔする長岡京域でも、ೄ文時代൩期から弥生時代にか͚ての൙ཞ地においてΞΧΨ

シѥଐの埋樹が֬認されている（ύリϊ・αーϰΣΠ2003、2004など）。このようにΞΧΨシѥ

ଐは、ݱ在では։発によって平地で林を֬認できないものの、աڈには൙ཞ地でも҆ఆした

場所を中৺に生ҭしていたことが示ࠦされる。落༿広༿樹のϜΫϩδ、ΤϊΩଐ、ΧΤσଐは、

いずれもՏ൞林の構成要ૉないしͦの種を含Ήྨ群である。Ҏ上の各樹種の生ଶ性を౿まえる

と、護岸ࢪ設に利用されている大ܕの木ࡐは、時の調査地प辺の൙ཞ地に生ҭしていたՄ

能性がॆ考えられる。൙ཞ地の২生は、Տ川のߑ水のӨڹをड͚ながらߋ新・再生するが、

ྉ̖のϜΫϩδの樹ྸが61年であったことを考ྀすると、時の൙ཞ地にはൺֱత҆ఆしたࢼ

২生のཱ地݅がଘ在したことがਪఆされる。

　一ํ、大ܕの木ࡐの࣭ࡐをみると、ΞΧΨシѥଐはॏߗでڧが高い࣭ࡐを༗する。ΧΤσ

ଐやϜΫϩδもൺֱతॏߗでڧが高い෦ྨにೖり、ΤϊΩଐは、ややॏߗな෦ྨにೖる。この

ように護岸ࢪ設の用ࡐとして、大ܕのものはॏߗなものが利用されているՄ能性があるが、利用

種ྨのバϥπΩがあることから、ೖ手しやすい木ࡐを利用しているՄ能性がڧいようにࢥわれ

る。

　

ද１　樹種ಉఆ・年ྠܭ測݁Ռ

遺構 時期 ྉ名ࢼ 形ঢ় ܘ大࠷ 年ྠ 種ྨ

̨̙ 22 弥生時代中期後༿

" ਊࡐ࣋ 19Dm 61 ຊ ϜΫϩδ

# ਊࡐ࣋ 33Dm 70 ຊ � ΧΤσଐ

$ ਊؙ࣋木 ܘ 27Dm 20 ຊ � コφϥଐΞΧΨシѥଐ

% ϛΧンׂঢ় ܘ 27Dm 20 ຊ � コφϥଐΞΧΨシѥଐ

& ਊࡐ࣋ 35Dm 75 ຊ � ΤϊΩଐ

東の̜ࡐ ഁย ʵ ʵ τνϊΩ

西の̘ࡐ ഁย ʵ ʵ コφϥଐΞΧΨシѥଐ
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ද̓　出土土器؍ද（弥生時代～古墳時代）
報告
番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

1 4 次 " 地区 4168 ʕ 土師器 小形ؙ
ఈു 13.0 5.4 1/6 ᒵ 5:37/6 ྑ

2 4 次 " 地区 41123 ʕ 土師器 ᙈ 3.1 2.4 1/6 （外）にͿいԫᒵ 10:37/3
（内）ઙԫᒵ 10:38/3 ྑ

3 4 次 " 地区 41163 ʕ 土師器 高ഋ ʕ 6.8 1/12 にͿいᒵ 7.5:37/4・7/6 ྑ
4 4 次 " 地区 41171 ʕ 土師器 高ഋ ʕ 6.6 1/12 ᒵ 7.5:37/6 ྑ

5 4 次 " 地区 41177 ʕ 土師器 小形ؙ
ఈു ʕ 3.6 1/12

Ҏ下
（外）໌ԫᒵ 10:36/8
（内）໌ԫ 10:37/6 ྑ

6 4 次 " 地区 41248 ʕ 土師器 小形ؙ
ఈു ʕ 4.5 1/12

Ҏ下
（外）ᒵ 5:37/6 ໌ԫ 10:37/6
（内）փന 10:38/2 ྑ

7 4 次 " 地区 41238 ʕ 土師器 ᙈ ʕ 3.3 1/12
Ҏ下 にͿいԫᒵ 10:37/4 ྑ

8 6 次 " 地区 4%349 
4%350 ʕ 土師器 ᆵ 16.7 4.9 1/12 ઙԫ 2.5:7/42.5:7/4 ྑ

9 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᆵ 9.4 3.0 1/12 （外）にͿいᒵ 7.5:37/6
（内）ᒵ 7.5:37/6 ྑ 系ߐۙ

10 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 14.2 15.7 1/6
（外）փ 10:34/1・փԫ
10:34/2・にͿいԫᒵ 10:37/4

（内）にͿいԫᒵ 10:37/4
ྑ

11 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 16.0 5.3 1/4 （外）ઙԫᒵ 7.5:38/4・10:38/3
（内）ઙԫᒵ 7.5:38/3 ྑ

12 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 18.0 4.6 1/6 （外）ᒵ 7.5:37/6・にͿいԫᒵ
10:37/4（内）ઙԫᒵ 10:38/4 ྑ

13 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 15.0 6.3 1/3 にͿい 7.5:36/3 ྑ

14 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 14.0 3.6 1/3 （外）ઙԫᒵ 10:38/3・8/4
（内）ઙԫᒵ 7.5:38/3 ྑ

15 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 17.8 4.1 1/6 ઙԫᒵ 10:38/4 ややೈ
16 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 12.8 4.1 1/4 にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ

17 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 15.6 10.0 1/6 （外）ઙԫᒵ 10:38/2
（内）փന 10:38/2 ྑ

18 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 13.3 2.1 1/3 （外）փന 7.5:38/2
（内）ઙԫᒵ 7.5:38/4 ྑ 吉備系

19 6 次 " 地区 4%349 
4%350 ʕ 土師器 ᙈ 12.6 2.3 1/12 ઙԫᒵ 10:38/3 ྑ 系ߐۙ

20 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 ᙈ 33.0 15.8 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ 山ӄ系

21 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 小形ؙ
ఈു 13.0 6.4 1/12 にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ

22 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 小形ؙ
ఈു 16.0 5.5 3/4 赤 1035/6 ྑ

23 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 小形ؙ
ఈു 14.6 5.0 1/12 （外）ᒵ 5:36/6 にͿいԫᒵ

10:36/4 （内）ᒵ 5:36/6 ྑ

24 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 小形ؙ
ఈു 15.7 3.8 1/6 にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ

25 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 小形ؙ
ఈു 14.0 4.8 1/12 ໌赤৭ 2.5:35/6 ྑ

26 6 次 " 地区 4%349 ʕ 土師器 小形器


12.8 
（ఈ෦） 5.2 1/12 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ 穿孔 4 か所

あり

27 6 次 " 地区 แ含層 ʕ 土師器 ᙈ 14.8 6.2 1/3 （外）փന 2.5:8/2 
（内）ઙԫ 2.5:7/3 ྑ ഗண 

系ߐۙ

28 1 次 "・#
地区 แ含層 ʕ 弥生土器 ു 17.2 

（体෦）（15.5） 1/3 にͿいᒵ 5:36/4 ྑ

29 1 次 "・#
地区 แ含層 ʕ 弥生土器 ു 17.3 6.4 1/12 （外）にͿい赤 5:34/3

（内）փԫ 10:36/2 ྑ Տ内産

30 1 次 "・#
地区 แ含層 ʕ 弥生土器 器 27.6 

（ఈ෦） 9.3 1/12
Ҏ下 にͿいᒵ 10:37/4 ྑ

31 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᆵ 12.9 17.6 1/4 （外）にͿいԫᒵ 10:36/3
（内）փԫ 2.5:37/2 ྑ ԑ෦ଧちޱ

ܽきか

32 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᆵ 17.4 30.0 5/12 （外）ઙԫ 2.5:7/3
（内）փԫ 2.5:7/2 ྑ

体෦下ଧ
ちܽき穿孔
か

33 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᆵ 12.0 30.0 ʕ ઙԫᒵ 7.5:38/4 ྑ ԑ෦ଧちޱ
ܽきか

34 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᆵ 11.2 
（ᰍ෦）（31.0） ʕ ᒵ 2.56/6 ややೈ 体෦穿孔

35 1 次 # 地区 4%22 4922 土師器 ᙈ 15.6 12.8 1/4 փԫ 2.5:7/2 ྑ

36 1 次 # 地区 4%22 4923 下
層 土師器 ᙈ 16.7 25.3 3/4 ઙԫ 2.5:7/3 2.5:7/3 ྑ

37 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᙈ 23.2 17.0 3/4 փന　7.5:38/2 ややೈ
38 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᙈ 15.0 12.3 1/2 ઙԫ 2.5: ̓/4 ྑ

39 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᙈ 15.0 4.9 1/4 （外）にͿいԫᒵ �0:37/3
（内）փന �0:38/2 ྑ
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報告
番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

40 1 次 # 地区 4%22 4923 下
層 土師器 ᙈ 14.4 4.1 1/2 （外）にͿいԫᒵ 7.5:37/3

（内）にͿいԫᒵ 10:36/3 ྑ

41 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᙈ 15.3 6.3 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ
42 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᙈ 14.4 （4.9） 1/4 փന 5:38/1 ೈ

43 1 次 # 南 4%22 4923 土師器 ᙈ 11.7 14.9 ほ΅
形

（外）ઙԫᒵ 10:38/3
（内）ઙԫᒵ 10:38/4 ྑ

44 1 次 # 地区 4%22 4923 下
層 土師器 ᙈ 15.0 22.0 3/4 ʕ ྑ 体෦中Ґに

穿孔

45 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ෳ߹ޱ
ԑᙈ 26.6 24.7 4.5/5 փന 10:38/2 ྑ 山ӄ系

46 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 高ഋ 15.1 5.5 1/12 にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ 山ӄ系

47 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 小形ؙ
ఈു 9.9 （5.4） 1/4 にͿいԫᒵ৭ 10:37/3 ྑ

48 1 次 # 地区 4%22 4923 下
層 土師器 小形ؙ

ఈു 10.0 5.2 1/3 （外）ԫփ 2.5:6/1
（内）にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

49 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 小形ؙ
ఈു 16.6 5.5 ʕ ᒵ 5:36/6 ྑ

51 1 次 # 地区 4%22 4924 下
層 土師器 ᰍ

ᆵޱ 18.2 6.6 1/4 փԫ 2.5: ̓/2 ྑ ԑ内෦にޱ
ഗண

52 1 次 # 地区 ̨̙ 22 4924 下
層 土師器 ᙈ 15.4 20.1 1/4 ઙԫ 2.5:37/3 ྑ

53 1 次 # 地区 4%22 4924 土師器 ᙈ 12.4 16.2 3/4 ઙԫᒵ 10:38/3 ྑ ഗண

54 1 次 # 地区 4%22 4924 土師器 ᙈ （15.0）
ᰍ෦ （6.1） 1/6 （外）փന 10:38/2  

 	 内）փന 7.5:38/2 ྑ

55 1 次 # 地区 4%22 4924 土師器 ᙈ 15.0 （3.8） 1/3 ୶赤ᒵ 2.5:37/4 ややೈ
56 1 次 # 地区 4%22 4,24 土師器 ᙈ 12.7 （13.9） 1/2 փ໌ 7.5:37/2 ྑ ഗண

57 1 次 # 地区 4%22 4924 土師器 ᙈ 14.7 ～
15.0 17.2 1/3 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

58 1 次 # 地区 4%22 4924 土師器 ᙈ 31.9 （14.7） 1/4 փന 7.5:38/2 ややೈ ഗண
山ӄ系

59 1 次 # 地区 4%22 4924 土師器 高ഋ （3.2）（7.2） 1/6 ୶ԫᒵ 10:38/3 ྑ

60 1 次 # 地区 4%22 4924 土師器 高ഋ （2.7） 
基෦ （7.3） 1/6 փന 7.5:38/2 ྑ 山ӄ系

61 1 次 # 地区 4%22 4924 土師器 ᆵ ʕ （13.0） 1/6  7.5:34/3 ྑ
Տ内あるい
は 
産ذࢌ

62 1 次 # 地区 4%22 4925 土師器 ᆵ 19.4 2/5 （外）にͿいᒵ 7.5:3 ̓/3
（内）փ 5: ６/1 ྑ

63 1 次 # 地区 4%22 4925 土師器 ᆵ 19.0 5.4 1/6 փԫ 10:35/1 ྑ

64 1 次 # 地区 4%22 4925 土師器 ᙈ 12.7 6.0 1/4 （外）にͿいԫᒵ 10:36/4
（内）にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

65 1 次 # 地区 4%22 4925 土師器 ᙈ 14.0 （4.2） 1/12 ୶赤ᒵ 2.5:37/3 ྑ
66 1 次 # 地区 4%22 4929 土師器 ᙈ 16.6 19.2 2/3 փ /8/0 め
67 1 次 # 地区 4%22 4929 土師器 ᙈ 15.2 18.9 1/2 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ ഗண
68 1 次 # 地区 4%22 4929 土師器 ᙈ 17.3 13.8 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ
69 1 次 # 地区 4%22 4929 土師器 ᙈ 16.2 9.3 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ
70 1 次 # 地区 4%22 4929 土師器 ᙈ 15.0 7.0 1/3 փԫ৭ 2.5:6/2 ྑ

71 1 次 # 地区 4%22 4929 土師器 ᙈ 11.9 8.9 1/3 （外）にͿいᒵ 5:37/4
（内）ᒵ 5:36/8 ྑ

72 1 次 # 地区 4%22 4929 土師器 高ഋ 17.9 5.6 1/6 ᒵ 5:37/6 ྑ

73 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᆵ 9.0 
（ᰍ෦）（5.1） 1/4 փ 10:36/1 ྑ Ҏ東かߐۙ

74 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᆵ 15.2 
（体෦） 12.4 1/4 փԫ 2.57/2 ྑ

体෦小穿
孔、ޱԑ෦
ଧちܽき、
山ӄ系

75 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᙈ 14.5 5.7 1/12
Ҏ下 にͿいԫ 10:36/3 ྑ

76 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᙈ 15.8 6.2 1/4 փԫ 2.5:6/2 ྑ
77 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᙈ 14.5 （3.3） 1/6 փ໌ 7.5:37/2 ྑ ഗண
78 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᙈ 11.1 3.2 1/6 （外） 10:35/1（内）黒 2/0 ྑ
79 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᙈ 17.0 4.2 1/12 փԫ 10:36/2 ྑ
80 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᙈ 13.2 （3.4） 1/4 にͿいԫᒵ 10:36/2 ྑ
81 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᙈ 12.9 （3.7） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ
82 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 高ഋ 11.9 8.0 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/4 ྑ

83 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 小形ؙ
ఈു 13.0 7.0 1/6 ᒵ 5:37/6 ྑ

84 1 次 # 地区 4%22 47 層 土師器 ᙈ 10.5 （2.4） 1/12 にͿい 7.5:36/3 ྑ 東海系

85 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᆵ 19.9 3.5 1/12
Ҏ下 ԫփ 2.5:35/1 ྑ Ѩ系

86 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 15.5 5.8 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ
87 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 15.0 （3.8） 1/6 փ໌ 7.5:37/2 ྑ
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報告
番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

88 1 次 # 地区 4%22 46・47
層 土師器 ᙈ 14.2 5.0 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

89 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 14.4 （3.1） 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ ഗண

90 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 14.1 
（ᰍ෦） 4.5 1/4 փന 2.5:8/1 ྑ

91 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 14.6 （3.2） 1/12
Ҏ下 փന 10:38/2 ྑ ഗண

92 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 14.8 3.8 1/12 փന 2.5: 8/1 ྑ
93 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ ʕ 4.0 1/12 赤ᒵ 10:36/6 ྑ

94 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 15.0 （3.8） 1/12
Ҏ下 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ ഗண

95 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 14.0 （3.8） 1/12 փന 7.5:38/1 ྑ

96 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ 12.4 9.9 1/4 （外）໌赤৭ 5:3 ̑/8
（内）ᒵ৭ 5:36/6 ྑ 東海Ҏ東か

97 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᙈ ʕ 3.8 1/12
Ҏ下 փന 2.58/2 ྑ

98 1 次 # 地区 4%22 46 層 土師器 ᆵ 17.1 4.6 1/4 にͿい৭ 7.5:36/3 ྑ Տ内産か
99 1 次 # 地区 4%22 45 層 土師器 ᆵ 9.0 16.3 1/4 ໌赤৭ 2.5:35/8 ᒵ৭ 7.5:37/6 ྑ ഗண
100 1 次 # 地区 4%22 45 層 土師器 ᙈ 16.0 （4.9） 1/4 փന 7.5:38/2 ྑ
101 1 次 # 地区 4%22 45 層 土師器 ᙈ 14.7 （6.3） 1/12 փ 10:36/1 ྑ ഗண

102 1 次 # 地区 4%22 45・46
層 土師器 ᙈ 11.8 （3.8） 1/4 փന 5:38/1 ྑ ഗண

103 1 次 # 地区 4%22 45 層 土師器 ᙈ 15.3 7.2 1/4 （外）ԫփ 2.5:5/1
（内）୶ԫ 2.5:8/3 ྑ

104 1 次 # 地区 4%22 45 層 土師器 小形ؙ
ఈു 14.1 4.5 1/4 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

105 1 次 # 地区 4%22 45 層 須恵器 ഋ֖ 12.1 4.9 1/5 （外）փ /5/0 ៛ݎ

106 1 次 # 地区 4%22 45 層 須恵器 ഋ 9.9 4.5 1/5 （外）փ /5/0
（内）փന /7/0 ៛ݎ

107 1 次 # 地区 4%22 45 層 須恵器 ഋ 10.6 5.5 1/4 փ /5/0 ៛ݎ
108 1 次 # 地区 4%22 45 層 須恵器 ഋ 10.3 5.0 1/4 փ /5/1 ៛ݎ

109 1 次 # 地区 4%22 43 ～ 45
層 土師器 ᆵ 17.4 7.2 1/8 にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ ഗண

110 1 次 # 地区 4%22 43 層 弥生土器 ു 29.6 7.0 1/12
Ҏ下 փԫ 2.5:7/2 ྑ

111 1 次 # 地区 4%22 43 層 弥生土器 器 31.4 
（෦٭） 7.7 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

112 1 次 # 地区 4%22 43 層 弥生土器 器 11.9 
（ᰍ෦） 10.9 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

113 1 次 # 地区 4%22 43 層 弥生土器 形
土器 12.8 7.8 1/3 （外）ઙԫᒵ 10:38/4

（内）փ 2.5:7/1 ྑ

114 1 次 # 地区 4%22 43 層 土師器 ᙈ 12.4 10.0 1/3 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ
115 1 次 # 地区 4%22 43 層 土師器 ᙈ 17.2 （3.8） 1/6 ୶ԫᒵ 7.5:38/3 ྑ
116 1 次 # 地区 4%22 43 層 土師器 ᙈ 12.9 5.5 1/3 にͿいᒵ 10:37/3 ྑ
117 1 次 # 地区 4%22 43 層 土師器 ᙈ 13.0 （4.5） 1/4 փന 7.5:38/2 ྑ ഗண

119 1 次 # 地区 4%22 43 層 土師器 高ഋ 3.1 
（基෦） 6.6 1/6 ᒵ 7.5:37/6 ྑ

120 1 次 # 地区 4%22 43 層 土師器 ᙈ 14.4 10.0 1/4 փԫ 10:5/2 ྑ
121 1 次 # 地区 4%22 43 層 土師器 ᙈ 9.1 5.6 1/12 փԫ 2.5:7/2 ྑ

122 1 次 # 地区 4%22 43 層 土師器 ഋ 13.8 3.6 1/12
Ҏ下 にͿいᒵ̑:37/4 ྑ

123 1 次 # 地区 4%22 43 層 須恵器 ഋ֖ 13.6 3.4 1/4 փന /7/ ྑ

124 1 次 # 地区 4%22 43 層 須恵器 ഋ 15.0 3.6 1/12 （外）փ 5:6/1
（内）փന 10:38/1 ៛ݎ

125 1 次 # 地区 4%22  35 層　
4,17 弥生土器 ᆵ 22.4 6.9 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/3 ～ 5:37/4 ྑ

126 1 次 # 地区 4%22 ʕ 弥生土器 ᆵ 14.1 
大࠷ （5.0） 1/12 փന 10:38/1 ややೈ

127 1 次 # 地区 4%22 ʕ 弥生土器 ᙈ 23.0 （3.2） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ
128 1 次 # 地区 4%22 ʕ 弥生土器 ᙈ 24.2 3.8 1/12 փന 10:38/2 ྑ

129 1 次 # 地区 4%22 南 弥生土器 高ഋ 14.4 7.2 3/4 （外）ᒵ 2.5:37/6
（内）փԫ 10:3 ６/2 やや

130 1 次 # 地区 4%22 南 弥生土器 高ഋ 16.2 9.8 1/12 փന 10:38/2 ྑ
131 1 次 # 地区 4%22 南 土師器 ᙈ 16.4 （3.2） 1/12 փԫ ྑ ഗண
132 1 次 # 地区 4%22 南 土師器 ᙈ 13.3 （3.7） 1/12 ઙԫᒵ 7.5:38/3 ྑ ഗண
133 1 次 # 地区 4%22 南 土師器 ᙈ 12.0 （3.1） 1/12 փന 10:38/2 ྑ
137 1 次 # 地区 4%22 南 土師器 ᙈ 16.0 （4.1） 1/12 փന 7.5:38/2 ྑ
138 1 次 # 地区 4%22 南 土師器 ᙈ 13.7 （5.0） 1/12 ҉փԫ 2.5:5/2 ྑ ഗண
139 1 次 # 地区 4%22 南 土師器 ᙈ 13.8 （3.1） 1/6 փ໌ 7.5:37/2 ྑ ഗண
140 1 次 # 地区 4%22 南 土師器 ᙈ 12.4 （3.6） 1/12 փ໌ 7.5:37/1 ೈ ഗண
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番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

141 1 次 # 地区 4%22 南 土師器 小形ؙ
ఈᆵ

10.0 
9.6 

（体෦）

4.45 
7.0 1/4 にͿいԫ 2.5:6/3 ྑ

142 1 次 # 地区 4%22 4923 土師器 ᆁ 13.0 7.3 1/3 ᒵ 7.5:36/6 ྑ

143 1 次 # 地区 4%22 40・43
層 土師器 高ഋ 9.6 

（ఈ෦） 6.2 1/6 （外）ᒵ 5:37/6
（内）にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

144 1 次 # 地区 4%22 南西断
ちׂり 須恵器 ᆵ 11.5 4.4 1/4 փന /7/0 ៛ݎ

145 4 次 # 地区 4%22 4,42 弥生土器 ᙈ 24.1 45.2 ʕ にͿいᒵ 7.5:37/3 ややೈ ഗண
146 6 次 # 地区 4%22 下層 弥生土器 ᆵ 19.8 （6.5） 1/3 内外面とも୶ԫ৭ 2.5:7/3 ྑ
147 6 次 # 地区 4%22 下層 弥生土器 ᆵ （16.4）（6.0） 1/6 փന 10:38/2 ྑ

148 6 次 # 地区 4%22 4973
下層 弥生土器 ᆵ （14.4）（6.8） 1/12 （外）ᒵ 7.5:37/6 ഗண 

（内）ಷいԫᒵ 10:37/4 ྑ

149 6 次 # 地区 4%22 4973
下層 弥生土器 ᙈ （12.0）（6.3） 1/12 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

150 6 次 # 地区 4%22 4973 東
下層࠷ 弥生土器 ᙈ 31.2 （10.6） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

151 6 次 # 地区 4%22 4973 東
下層࠷ 弥生土器 ᙈ ʕ （17.5） 1/12

Ҏ下
（外）ԫփ 2.5:34/1・7/2 （内）ԫ
փ 2.5:34/1 ԫ 2.5:35/3 ྑ

152 6 次 # 地区 4%22 3 区中
層 ೄ文土器 ਂു ʕ （3.3） 1/12 ᒵ 7.5:36/6 ྑ

153 6 次 # 地区 4%22 ʕ 弥生土器 ᆵ 14.0 （5.8） 1/6 ᒵ 77.5:37/6 ྑ

154 4 次 # 地区 4%22 k 7-d 下
層 弥生土器 ᆵ 15.0）（5.7） 1/6 ઙԫ 2.5:7/3 ྑ

155 4 次 # 地区 4%22 下層 弥生土器 ᆵ ʕ （11.2） 1/12 （外）ઙԫ 2.5:7/3 
（内）にͿいԫᒵ 10:37/4 ྑ

156 4 次 # 地区 4%22 k 9- ̳
下層 弥生土器 ᆵ 23.8 4.3 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

157 4 次 # 地区 4%22 上層 弥生土器 ᆵ 25.0 3.4 1/6 （外）にͿい 7.5:37/4 
（内）にͿいᒵ 7.5:36/3 ややೈ

158 6 次 # 地区 4%22 下層 弥生土器 ᆵ 19.7 6.2 1/12 ઙԫᒵ 10:38/3 ྑ

159 6 次 # 地区 4%22 下層 弥生土器 ᆵ 18.4 
（ᰍ෦）（5.5） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

160 6 次 # 地区 4%22 ̻ 3 区
中層 弥生土器 ᙈ ʕ 3.2 1/12

Ҏ下 փന 7.5:38/1 ྑ

161 6 次 # 地区 4%22 ̻ 7-b
下層 弥生土器 ᙈ 19.8 （7.8） 1/12 ୶ԫᒵ 10:38/3 ྑ

162 6 次 # 地区 4%22 j 10-a j 
9-d 弥生土器 ᙈ 33.4 8.0 1/12

Ҏ下 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

163 6 次 # 地区 4%22 ʕ 弥生土器 ᙈ （35.7）（8.1） 1/12 փ໌ 7.5:37/2 ྑ

164 4 次 # 地区 4%22 j 8-b 下
層 弥生土器 ᙈかᆵ 6.6 

（ఈ෦） 8.5 1/3 にͿいԫᒵ 10:36/3 ྑ

165 4 次 # 地区 4%22 k 8-b 下
層 弥生土器 ᙈかᆵ 6.2 

（ఈ෦）（4.8） 1/3 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ ഗண

166 6 次 # 地区 4%22 1 区࠷
下層 弥生土器 高ഋ 19.0 （4.1） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

167 4 次 # 地区 4%22 k 4 上
層 弥生土器 器 ʕ 2.7 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

168 1 次 # 地区 4%22
南北断
ׂり東
ਫ਼査

弥生土器 器か
高ഋ 20.3 2.6 1/6 （外）にͿいԫᒵ 10:36/3

（内）փԫ 2.5: ̓/2 ྑ

169 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᆵ 13.2 5.4 1/3 にͿいᒵ 7.5:36/4 ྑ

170 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᆵ 12.8 （2.2） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ 東海系

171 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᆵ 12.8 （5.0） 1/12 փന 10:37/1 ややೈ 東海系

172 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᆵ 8.2 （4.1） 1/12 փ 10:36/1 ྑ

173 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ 12.2 （5.1） 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

174 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ 15.0 （5.5） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

175 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ （19.4）（21.0） 1/6 փന 5:38/2 ྑ ".4 測ఆ

176 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ 11.0 

（ᰍ෦）（5.0） 1/12 փ 7.5:35/2 ྑ ഗண

177 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ 17.1 

（ᰍ෦）（5.6） 1/12 փന 10:38/2 ྑ

178 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 手ᖿ形 17.4 （6.5） 1/4 փന 7.5:38/2 ྑ Ҏ東かߐۙ

179 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ 3.7 

（ఈ෦）（4.1） 1/3 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ
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180 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ 4.5 

（ఈ෦）（3.3） 1/6 փ 5:36/2 ྑ

181 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ 4.4 

（ఈ෦）（3.0） 1/2 փ 10:35/1 ྑ

182 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層下層 土師器 ᙈ 4.4 

（ఈ෦）（3.9） 1/4 փ 10:36/1 ྑ

183 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層　 土師器 ᆵ 8.8 

（ᰍ෦）（4.0） 1/6 （外）ᒵ 7.5:36/8
（内）にͿいԫᒵ 10:36/3 ྑ Ҏ東かߐۙ

184 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層 土師器 ᙈ 13.8 （3.9） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

185 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層 土師器 ᙈ 18.1 （5.3） 1/6 փന 10:37/1 ྑ

186 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層 土師器 ᙈ （11.0）（10.9） 1/6 փԫ 2.5:7/2 ྑ

187 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層 土師器 ᙈ 14.2 （6.8） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

188 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層 土師器 ᙈ 17.6 （2.8） 1/12 փന 10:37/1 ྑ 内ଆにഗ

ண

189 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層 土師器 ᙈ 4.0 

（ఈ෦）（3.2） 1/6 （外）փ 10:34/1
（内）փന 10:38/1 ྑ

190 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層 土師器 ᙈ 5.4 

（ఈ෦）（2.3） ʕ 黒 2.5:3/1 ྑ

191 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶜ
層 土師器 ᙈ 5.0 

（ఈ෦）（3.2） 1/6 ԫփ 2.5:6/1 ྑ

192 6 次 # 地区 4%22 4 区 土師器 ᙈ 17.0 （4.6） 1/12
Ҏ下 にͿいᒵ 7.5:37/3 ྑ ഗண 

北ۙـ系

193 4 次 # 地区 4%22 m 6-a 土師器 ᆵ 8.6 16.2 ほ΅
ଘ 赤ᒵ 10:36/8 ྑ ഗண 

東海系
194 6 次 # 地区 4%22 護岸ࡐ 土師器 ᙈ 13.8 （9.1） 1/6 փന 2.5:7/1 ྑ

195 6 次 # 地区 4%22 k 7-b　
4966 土師器 ᙈ （13.7）

体෦ （5.3） 1/6 փԫ 10:36/2 ྑ ഗண

196 6 次 # 地区 4%22 k 7-b　
4966 土師器 ᙈ 17.3 （2.8） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

197 6 次 # 地区 4%22 k 7-b　
4966 土師器 ᆵ （17.6）（8.0） 1/12 փ 7.5:35/2 ྑ

198 6 次 # 地区 4%22 k 7-b　
4966 土師器 高ഋ 22.3 （7.7） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ 東海系

199 6 次 # 地区 4%22 4966・
k 7- ̱ 土師器 高ഋ 14.9 

（٭） （8.5） 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ 198 とಉ一
か

200 6 次 # 地区 4%22 2 区 土師器 高ഋ （12.3）（3.2） 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

201 6 次 # 地区 4%22 下層࠷ 土師器 小形ؙ
ఈു 16.6 6.9 1/12 （外）փԫ 10:36/2

（内）にͿいԫ 10:35/4 ྑ

202 6 次 # 地区 下層࠷ 4%22 土師器 ᆵ 11.5 14.7 2/3 ᒵ 7.5:37/6 ྑ 東海系

203 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᆵ 14.8 （3.7） 1/4 にͿいᒵ৭ 2.5:36/4 ྑ

204 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 15.9 （3.2） 1/6 փന 10:38/2 

断面黒৭をఄす ྑ 系ߐۙ

205 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᆵ 20.2 6.0 1/12 փ 10:36/1 ྑ

206 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᆵ （15.8）（5.7） 1/6 （外）にͿいԫ 10:35/3 

（内）にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

207 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᆵ 16.0 5.0 1/12 փԫ 10:36/2 ྑ

208 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 15.2 （14.8） 1/3 փന 7.5:38/2 ややೈ ഗண

吉備系

209 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 16.8 （14.6） ほ΅

ଘ ઙԫᒵ 7.5:38/3 ྑ

210 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 16.4 （16.9） 1/12 փന 10:38/2 ྑ

211 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 16.3 （7.0） 1/4 փന 10:38/2 ྑ

212 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 20.8 4.8 1/12 փ໌ 7.5:37/1 ྑ

213 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 18.2 4.2 1/4 փന 10:38/2 ややೈ

214 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 18.8 （4.2） 1/12 փന 5:38/1 ೈ

215 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 13.0 4.2 1/12 փԫ 2.5:7/2 ྑ

216 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 16.0 4.0 1/12 փന 10:38/2 ややೈ

217 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 16 3.9 1/12 փന 7.5:38/1 ややೈ
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218 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 15.2 （15.7） ほ΅

形 ୶ᒵ 5:38/ ３ ややೈ ഗண

219 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 13.8 3.7 1/3 փന 10:38/2 ややೈ

220 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 ᙈ 10.1 （4.6） 1/12 փന 10:37/1 ྑ 東海系

221 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 高ഋ 13.8 11.9 1/6 （外）ઙԫᒵ 7.5:3 8/3

（内）にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

222 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 高ഋ （16.8）（5.8） 1/4 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

223 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 小形ؙ

ఈു 11.8 6.5 1/12 （外）にͿいԫᒵ 10:36/3
（内）ᒵ 5:36/6 ྑ

224 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 小形ؙ

ఈു 12.0 7.0 1/4 （外）にͿい 7.5:36/3
（内）にͿい 7.5:36/3 ྑ

225 6 次 # 地区 4%22 下層（ᶚ
層） 土師器 小形ؙ

ఈു （14.0）（4.0） 1/6 փ 10:38/2 ややೈ

227 4 次 # 地区 4%22 j 9- ̳下
層 土師器 ᆵ 15.4 4.9 7/12 ୶ᒵ 5:38/ ３ ྑ

228 4 次 # 地区 4%22 j 9-D 下
層 土師器 ᆵ 15.6 （2.8） 1/6 ໌赤 5:35/6 ྑ

229 4 次 # 地区 4%22
j 9-D 下
層・j 8-
̱下層

土師器 ᆵ 21.1 10.3 1/12 փ 10:36/1 ྑ Ѩ系

230 4 次 # 地区 4%22 j 9-D 下
層 土師器 ᆵ 24 2.9 1/12 にͿいᒵ 7.5:36/4 ྑ Ѩ系

231 4 次 # 地区 4%22 k 7-d 下
層 土師器 ᆵ 16 （7.4） 1/12

Ҏ下 փԫ 2.5:7/2 ྑ

232 1 次 # 地区 4%22 k 10-a
中層 土師器 ᆵ 15.6 8.3 1/2 （外）にͿいᒵ 7.5:37/3

（内）にͿいԫᒵ ྑ

233 1 次 # 地区 4%22 2 区 j 
9-d 下層 土師器 ᆵ ʕ （7.7） 1/12

Ҏ下 փԫ 2.5:7/2 ྑ

234 4 次 # 地区 4%22 k 8-b 中
層 土師器 ᆵ 15.6 7.7 1/2 փന 7.5:38/2 ྑ

235 4 次 # 地区 4%22 k 8-b 中
層 土師器 ᆵ 15.5 23.5 1/2 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

236 4 次 # 地区 4%22 j 9-d 土師器 ᆵ 14.2 26.0 ほ΅
ଘ ઙԫᒵ 10:38/3 ྑ

237 4 次 " 地区 4%22 土器 37 土師器 ᆵ 18.0 7.1 1/6 ઙԫᒵ 10:38/4 ྑ

238 6 次 # 地区 4%22 4 区下
層 土師器 ᆵ 13.7 （5.0） 1/6 ᒵ 2.5:37/6 ྑ 山ӄ系

239 6 次 # 地区 4%22 2 区ᶝ
層 土師器 ᆵ ʕ 4.9 1/6 ໌ 7.5:35/6 ྑ ൖೖ品

240 4 次 # 地区 4%22 k 7-b 3
区ᶗ層 土師器 ᆵ 20.0 （3.8） 1/12 ҉փԫ 2.5:5/2 ྑ ୶路系か

241 4 次 # 地区 4%22 k 8 下
層 土師器 ᆵ 4.55 

（ఈ෦） 5.7 1/6 փԫ 2.5:7/2 ྑ

242 4 次 # 地区 4%22 ̹ 10-a
下層 土師器 ᙈ 15.6 11.4 1/2 փന 2.5:8/2 ྑ

243 4 次 # 地区 4%22 ̺̓- ̲
下層 土師器 ᙈ 15.7 6.4 1/6 ໌ 7.5:37/2 ྑ

244 1 次 # 地区 4%22

i 9-10
下層・j 
9-10 下

層

土師器 ᙈ 15.8 3.1 1/12 փԫ 10:36/2 ྑ

245 4 次 # 地区 4%22 j 10-ab
下層 土師器 ᙈ 11.4 6.5 1/12 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ ഗண

246 4 次 # 地区 4%22 j 10-ab
下層 土師器 ᙈ 14.4 3.7 1/6 փ 7.5:34/1 ྑ

247 ʕ # 地区 4%22 下層 土師器 ᙈ 12.8 
（ᰍ෦）（2.0） 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ 系ߐۙ

248 ʕ # 地区 4%22 k7-d 下
層 土師器 ᙈఈ෦ 5.6 

（ఈ෦）（4.0） 1/6 にͿい赤 5:34/4 ྑ

249 ʕ # 地区 4%22 i 9-D 下
層 土師器 ᙈఈ෦ 3.8 

（ఈ෦）（2.0） 1/12 にͿい赤 2.5:35/4 ྑ

250 6 次 # 地区 4%22 1 区ᶚ
層 土師器 ᙈ 16.0 5.6 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

251 6 次 # 地区 4%22 2 区ᶙ
層 土師器 ᙈ 12.8 

（ᰍ෦）（3.2） 1/12 ୶赤ᒵ 2.5:37/4 ྑ 系ߐۙ

252 6 次 # 地区 4%22 1 区ᶚ
層 土師器 ᙈ 15.2 （2.0） 1/12 փ໌ 7.5:37/2 ྑ 系ߐۙ
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253 4 次 # 地区 4%22 j10-b 下
層 土師器 ᙈ 9.4 11.5 1/6 փԫ 10:36/2 ྑ 東海・ߐۙ

系
254 4 次 # 地区 4%22 3 区 土師器 ᙈ 16.6 （4.1） 1/12 փԫ 10:36/2 ྑ 系ߐۙ

255 1 次 # 地区 4%22 ̹ 8- ̱
̲ 土師器 ᙈ 14.6 2.8 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ 北系

256 4 次 # 地区 4%22 j 7-b 下
層 土師器 ᙈ 14.0 3.4 1/12 にͿい 7.5:36/3 ྑ Ѩ系

ഗண

257 4 次 # 地区 4%22 k 7-b 下
層 土師器 ᙈ 17.0 （4.8） 1/6 ҉փ /3/0 ྑ

258 4 次 # 地区 4%22 j10-a 土師器 ᙈ 11.8 （12.0） 1/6 փ 10:36/1 ྑ 大和産か

259 4 次 # 地区 4%22 j 9-d 下
層 土師器 ᙈ 16.4 23.3 5/6 にͿいԫᒵ 10:36/3 ྑ ഗண

260 4 次 # 地区 4%22 ̺ 8 下
層 土師器 ᙈ 16.6 19.8 1/6 փ໌ 5:37/2 ྑ ഗண

261 1 次 # 地区 4%22 j 9-D 下
層 土師器 ᙈ 11.4 12.1 5/12 փ໌ 7.5:37/1 ྑ

262 4 次 # 地区 4%22 j 10-b 土師器 ᙈ 14.8 4.0 1/12
Ҏ下

（外）փന 2.5:8/1 
（内） փന 5:8/1 ྑ

263 4 次 # 地区 4%22 ̹ 9-a
下層 土師器 ᙈ 14.6 5.2 1/6 փ৭໌ 7.5:37/2 ྑ ഗண

264 1 次 # 地区 4%22 j 9-d 土師器 ᙈ 15.0 4.9 1/12 （外）փന 7.5:38/2 （内）փ /6/0 ྑ

265 4 次 # 地区 4%22 k 7-b 下
層 土師器 ᙈ 15.3 3.4 1/6 փԫ 2.5:8/2 ྑ ഗண

266 4 次 # 地区 4%22 下層 土師器 ᙈ 16.2 （3.0） 1/12
Ҏ下 փ 10:36/1 ややೈ ഗண

267 1 次 # 地区 4%22 j 9-d 下
層 土師器 ᙈ 15.0 8.0 1/12 （外）ઙԫᒵ 10:38/3 

（内）ԫփ 2.5:36/1 ྑ

268 1 次 # 地区 4%22 j 9-a 土師器 ᙈ 15.8 4.0 1/4 փന 10:38/1 ྑ

269 1 次 # 地区 4%22 j 8-d 下
層 土師器 ᙈ 15.0 5.3 1/6 ୶ԫ 2.5:38/3 ྑ

270 1 次 # 地区 4%22
k 7-d 中
層・k 

7-d 下層
土師器 ᙈ 15.1 4.0 1/6 （外）փന 10:38/2 ྑ

271 ― # 地区 4%22
j 8-b 下
層・k 

8-a 下層
土師器 ᙈ 16.0 4.5 1/12

Ҏ下
（外）にͿいԫᒵ 10:37/2 
（内）փന 10:38/2 ྑ

272 ― # 地区 4%22 k 7-d 下
層 土師器 ᙈ 16.9 （3.7） 1/6 ୶ԫᒵ 7.5:38/3 ྑ ഗண

273 ― # 地区 4%22 k 7-a 下
層 土師器 ᙈ 14.3 （3.0） 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

274 ― # 地区 4%22 k 7-D 下
層 土師器 ᙈ 19.0 4.1 1/12

Ҏ下 փന 10:38/1 ྑ

275 4 次 # 地区 4%22 j 7-D 下
層 土師器 ᙈ 18 （3.7） 1/6 փന 5:38/2 ྑ

276 4 次 # 地区 4%22 j 7-D 下
層 土師器 ᙈ 16.3 4.3 1/6 （外）փന 10:38/1

（内）҉փԫ 2.5: ྑ

277 4 次 # 地区 4%22 k 7-D 下
層 土師器 ᙈ 15.0 6.0 1/6 փന 7.5:38/1 ྑ

278 ʕ # 地区 4%22 k 9-b 下
層 土師器 ᙈ 14.8 3.5 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

279 4 次 # 地区 4%22 j 10-b
下層 土師器 ᙈ 14.0 3.8 1/12 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

280 1 次 # 地区 4%22 j 9-d 下
層 土師器 ᙈ 14.5 6.8 1/12 փ 7.5:6.2 ྑ

281 4 次 # 地区 4%22 j 9-D ̱
下層 土師器 ᙈ 15.0 7.8 1/4 （外）黒 2.5:2/1

（内）黒 2.5:3/1 ྑ

282 ʕ # 地区 4%22 k 7-d 下
層 土師器 ᙈ 16.1 3.5 1/6 ઙԫ 2.5:7/3 ྑ

283 1 次 # 地区 4%22 j 9-d 下
層 土師器 ᙈ 11.1 2.9 1/6 にͿいᒵ :37/3 ྑ

284 4 次 # 地区 4%22 ʕ 土師器 ᙈ 13.0 3.5 1/6 にͿいᒵ 5:36/4 ྑ

285 4 次 # 地区 4%22 j 9-D 下
層 土師器 ᙈ 15.8 16.9 ʕ փന 7.5:38/1 ྑ ഗண

286 ʕ # 地区 4%22 j 8-b 下
層 土師器 ᙈ 13.6 （3.5） 1/6 にͿいᒵ ¿R7/3 ྑ ഗண

287 1 次 # 地区 4%22 j 8-d 下
層 土師器 ᙈ 12.8 3.2 1/6 փന 2.5:7/1 ྑ ഗண

288 1 次 # 地区 4%22 j 9-d 下
層 土師器 ᙈ 13.9）（12.2） 1/12

Ҏ下
（外）փന 10:38/2 
（内）փന 10:38/1 ྑ

289 1 次 # 地区 4%22 j 9-d 下
層 土師器 ᙈ 12.0 7.7 1/12 ୶赤ᒵ 2.5:37/4 ྑ
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番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

290 1 次 # 地区 4%22 j 8-d 下
層 土師器 ᙈ 17.0 3.6 1/12 փന 10:38/2 ྑ

291 ʕ # 地区 4%22 k 7-d 下
層 土師器 ᙈ ʕ 5.7 1/6 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

292 4 次 # 地区 4%22 k 6-d 下
層 土師器 ᙈ 12.0 13.3 1/6 փന 10:38/1 ྑ

293 4 次 # 地区 4%22 k 10-a
下層 土師器 高ഋ 15.6 5.0 3/4 փന 10:38/1 ྑ

294 4 次 # 地区 4%22 j 8-d 下
層 土師器 高ഋ ʕ （7.6） 1/6

（外）փԫ 2.5:7/2 にͿいᒵ
7.5:37/4 （内）ઙԫ 2.5:37/2
ԫ 10:37/6

ྑ

295 ʕ # 地区 4%22 9 区 土師器 高ഋ 3.2（基
෦） （8.0） 1/6 ᒵ৭ 2.5:36/8 ྑ

296 4 次 # 地区 4%22
j 9-a 下
層・̻
8-b 下層

土師器 高ഋ ʕ 2.4 1/6 （外）փ 10:34/1
（内）にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ 山ӄ系

297 4 次 # 地区 4%22 k 10-a
下層 土師器 高ഋ ʕ 1.3 1/4 （外）փന 2.5:8/1

（内）ઙԫ৭ 7.5:38/4 ྑ 山ӄ系

298 ʕ # 地区 4%22 k 10-a
下層 土師器 高ഋ 10.7 

（ఈ෦） 8.4 3/4 ઙԫᒵ 7.5:38/3 ྑ

299 ʕ # 地区 4%22 i 9- ̱下
層 土師器 高ഋ 17.2 3.9 1/6 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

300 ʕ # 地区 4%22 j 9-D 下
層 土師器 高ഋ 18.0 5.0 1/6 ୶ԫᒵ 7.5:38/3 ྑ 吉備系

301 4 次 # 地区 4%22 ̹ 10-a
下層 土師器 小形ؙ

ఈു 13.0 7.8 1/2 ୶ᒵ 5:38/4 ややೈ
࣫とみられ
る黒৭樹ࢷ
ண

302 ʕ # 地区 4%22 j 8-b 下
層 土師器 小形ؙ

ఈു 9.8 5.5 1/4 փ 10:38/2 ྑ

303 1 次 # 地区 4%22 j 9-d 下
層 土師器 小形ؙ

ఈു 8.9 8.9 1/12 にͿいԫᒵ ྑ

304 ʕ # 地区 4%22 k 7-d 下
層 土師器 小形ؙ

ఈു 12.2 4.2 1/12 （外）փന 10:37/1 （内）փന
10:38/2 ྑ

305 4 次 # 地区 4%22 ̹̰ -d
下層 土師器 小形ؙ

ఈു 8.8 6.8 1/12 փന 2.5:8/1 ୶赤ᒵ 2.5:37/4 ྑ

306 1 次 # 地区 4%22
k 7-d 中
層・̻
8-b 下層

土師器 小形ؙ
ఈു 17.4 4.0 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

308 4 次 # 地区 4%22 ̹ 9-a
下層 土師器 小形ؙ

ఈു 18.0 3.5 1/12 ໌ԫ 10:37/6 ྑ

309 ʕ # 地区 4%22 k 7- ̳
か層 土師器 小形ؙ

ఈു 17.0 2.4 1/12 にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ

310 4 次 # 地区 4%22 j 9-b 下
層 土師器 小形ؙ

ఈു 14.0 4.8 1/4 にͿいᒵ 2.5:36/3 ྑ

311 ʕ # 地区 4%22 k 7-d 下
層 土師器 小形ؙ

ఈു 14.4 4.0 1/12 （外）୶ᒵ 5:38/3　
（内）փന 7.5:38/1 ྑ

312 1 次 # 地区 4%22 j 9-d 下
層 土師器

ᆵか小
形ؙఈ

ു
14.5 2.3 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

313 4 次 # 地区 4%22 下層 土師器 器 12.0 4.9 1/6 にͿいᒵ 7.5:34/6 ྑ

314 4 次 # 地区 4%22 ̻ 7-a
下層 土師器 手ᖿ形

土器
12.4 

（ᰍ෦） 16.7 ほ΅
ଘ にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

315 ʕ # 地区 4%22 j 10-a 下
層 土師器 手ᖿ形

土器
2.8 

（ᰍ෦）（6.0） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

316 6 次 # 地区 4%22 2 区 土師器 手ᖿ形
土器 ʕ 5.0 

ଘ長）
1/12
Ҏ下 փԫ 10:36/2 ྑ 系ߐۙ

317 ʕ # 地区 4%22 k7-d 下
層 土師器 手ᖿ形

土器 ʕ ）3.2
ଘ長）

1/12
Ҏ下 にͿいԫᒵ৭ 10:37/2 ྑ 系ߐۙ

318 6 次 # 地区 4%22 ４区ᶚ
層 土師器 ᙈ 10.8 （8.5） 1/3 ઙԫ 2.5:37/3 内外面黒くޫあ

り ྑ

320 6 次 # 地区 4%22 4 層 土師器 ᙈ 15.7 5.1 1/12 փԫ 2.5:36/2 ྑ
321 6 次 # 地区 4%22 4 層 土師器 高ഋ 16.1 4.9 1/12 にͿいᒵ 7.5:37/4・ᒵ 5:36/6 ྑ
322 6 次 # 地区 4%22 4 層 土師器 高ഋ ʕ 6.4 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

323 6 次 # 地区 4%22 4 区ᶚ
層 土師器 高ഋ 25.2 （9.9） 5/6 ᒵ 2.5:36/8 ྑ

323 6 次 # 地区 4%22 3 区ᶚ
層 土師器 高ഋ 14.3 

（5.0）（෦٭） 1/12 ᒵ 2.5:36/8 ྑ

324 6 次 # 地区 4%22 3 区ᶚ
層 土師器 ᆵ 12.6 （9.4） 1/12

Ҏ下 ઙԫ 2.5:7/3 ྑ

325 ʕ # 地区 4%22 3 区ᶚ
層 土師器 ᆵ 12.0 

（ᰍ෦）（5.8） 1/12 （外）にͿいԫᒵ 10:37/2 
（内）փԫ 2.5: ྑ

326 ʕ # 地区 4%22 4 区࠷
下層 土師器 ᆵ 6.6 

（ఈ෦）（4.0） 1/2 （外）黒 10:36/3 
（内）黒 10:33/1 ྑ
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番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

327 6 次 # 地区 4%22 3 区ᶚ
層 土師器 ᙈ 14.0 6.1 1/4 ઙԫ 2.5:7/3 ྑ

328 6 次 # 地区 4%22 k 6-b3
区 土師器 ᙈ 14.1 4.2 1/3 ୶ԫ 2.5:8/4 ྑ

329 6 次 # 地区 4%22 3 区ᶚ
層 土師器 ᙈ 13.7 5.4 1/4 （外）にͿいԫփ 10:37/2

（内）փന 2.5:8/2 ྑ

330 6 次 # 地区 4%22 j 7-D3 区 土師器 ᙈ （15.6）（3.8） 1/12 փԫ 10:3 ྑ

331 ʕ # 地区 4%22 k 7-ad3
区 土師器 ᙈ ʕ （4.1） 1/12

Ҏ下 փന 10:38/1 ྑ

332 ʕ # 地区 4%22 k 6-b3
区 土師器 ᙈ （14.4）（2.9） 1/12 փ໌ 7.5:37/2 ྑ

333 ʕ # 地区 4%22 3 区ᶚ
層 土師器 ᙈ 15.5 （3.8） 1/4 փԫ 10:3 ྑ

334 6 次 # 地区 4%22 4 区下
層 土師器 ᙈ 13.8 7.8 1/6 （外）നփ 10:37/1

（内）にͿいᒵ 7.5:37/3 ྑ

335 6 次 # 地区 4%22 3 区 土師器 ᙈ （16.6）（3.4） 1/4 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

336 ʕ # 地区 4%22 3 区ᶚ
層 土師器 ᙈ 17.0 （4.2） 1/6 ઙԫ 2.5:7/3 ྑ

337 ʕ # 地区 4%22 3 区ᶚ
層 土師器 ᙈ （19.6）（3.3） 1/12 փന 10:38/1 ྑ

338 6 次 # 地区 4%22 4 区下
層 土師器 ᙈ 14.8 4.0 1/6 փԫ 2.5:36/2 ྑ

339 6 次 # 地区 4%22 k 6-D l 
6-d 3 区 土師器 高ഋ 12.9 4.2 1/3 ໌ԫ৭ 10:37/6・6/6 ྑ

340 6 次 # 地区 4%22 4 区下
層 土師器 高ഋ 16.9 5.9 1/12 （外）にͿいԫ 2.5:6/3 

（内）にͿいԫ 6/4 ྑ 山ӄ系

341 6 次 # 地区 4%22 k 6-Dd 3
区 土師器 高ഋ 15.8 （5.6） 1/3 ઙԫᒵ 7.5:38/4 ྑ 山ӄ系

342 ̓次 # 地区 4%22 j 10-b 土師器 高ഋ ʕ 1.9 1/12 փന 10:38/1 ྑ 山ӄ系

344 ̔次 # 地区 4%22 j 7-bD 3
区 土師器 ു ʕ （4.4） 1/12

Ҏ下
（外）にͿいᒵ 7.5:37/3
（内）にͿい赤 5:35/4 ྑ

345 ̕次 # 地区 4%22 4 区࠷
下層 土師器 小形ؙ

ఈു 13.8 5.2 1/12 （外）ᒵ 7.5:36/6
（内） にͿいԫᒵ 10:3 ྑ

346 10 次 # 地区 4%22 k7-ad 3
区 土師器 小形ؙ

ఈു （16.4）（4.3） 1/12
Ҏ下 にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ

348 6 次 # 地区 4%22
k6-b ̲
3 区ᶗ

層
土師器 ᆵ （10.6）（3.6） 1/4 փԫ 10:36/2 ྑ Ѩ系

349 ʕ # 地区 4%22
ｍ 3 中
層・ｍ
4 中層

土師器 ᆵ 13.6 5.6 3/12 փന 7.5:38/2 ྑ

350 ʕ # 地区 4%22
̻ 4 中
層・̻
5 中層

土師器 ᆵ 32 （11.4） 1/12
Ҏ下 にͿいԫᒵ 10:37/2 ややೈ 系ذࢌ

351 ʕ # 地区 4%22
k 4 上
層・中

層
土師器 ᙈ 12.5 3.2 1/12 փԫ 10:36/2 ྑ

352 ʕ # 地区 4%22
̻ 3 中
層・̻
4 中層

土師器 ᙈ 13.3 4.2 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

353 ʕ # 地区 4%22 ̻ 4 土師器 ᙈ 13.2 3.0 1/12 փന 10:38/2 ྑ

354 ʕ # 地区 4%22 m 5 中
層 土師器 ᙈ 13.1 4.7 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

355 6 次 # 地区 4%22 1 層 土師器 ᙈ 14.6 （7.3） 3/4 փന 10:38/2 ྑ

356 ʕ # 地区 4%22 m 3 中
層 土師器 ᙈ 15.0 7.8 1/3 （外）ᒵ 2.5:36/6

（内）୶ᒵ 5:38/4 ややೈ

357 ʕ # 地区 4%22 j 10-b
下層 土師器 ᙈ 17.8 14.3 1/6 փന 10:38/1 ྑ

358 ʕ # 地区 4%22 3 区ᶙ
層 土師器 ᙈ （15.4）（3.1） 1/12 にͿいԫᒵ 10:36/3 ྑ

359 1 次 # 地区 4%22 k 7-d 中
層 土師器 ᙈ 12.2 3.3 ʕ փന 2.5:8/1 ྑ 山ӄ系

360 ʕ # 地区 4%22 m 3 中
層 土師器 ᙈ 22.0 

（体෦） 4.0 ʕ փ໌ 7.5:37/2 ྑ 系ߐۙ

361 6 次 # 地区 4%22 3 区ᶗ
層 土師器 高ഋ 16.0 （5.1） ほ΅

形 にͿいᒵ 5:37/3 ྑ 山ӄ系

362 ʕ # 地区 4%22 m 4 中
層 土師器 小形ᆵ 8.0 7.1 1/12 ᒵ 5:36/6 ྑ 山ӄ系

363 1 次 # 地区 4%22 k 7-d 中
層 土師器 小形ؙ

ఈു 10.4 （5.4） 1/6 փന /8/0 一෦҉փ ྑ
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番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

364 ʕ # 地区 4%22 m-3 区
中層 土師器 小形ؙ

ఈു 15.0 5.0 1/4 փԫ 2.5:37/2 ややೈ

365 6 次 # 地区 4%22 ４層 土師器 ᆵ 14.0 （22.3） 1/2 にͿいᒵ 7.5:37/3 ྑ

366 4 次 # 地区 4%22 中層 土師器 小形ؙ
ఈു 10.0 7.0 1/4 փന 10:38/2 ྑ

367 4 次 # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 ᙈ 21.0 7.7 1/12 փԫ 10:36/2 ྑ

368 6 次 # 地区 4%22 4951 須恵器 ഋ 11.1 （4.8） 1/12 ੨փ 51# 5/1 ៛ݎ

369 4 次 # 地区 4%22 ̻ 3 上
層 須恵器 ᙈ 6 （5.5） 1/12 ҉փ /3/0 ៛ݎ

370 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᆵ 12.9 12.8 ほ΅
形 にͿいԫᒵ 10:37/2 ៛ݎ

371 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᆵ 15.4 7.0 1/6 փന 2.5:38/1 ྑ

372 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᆵ 17.0 7.8 5/12 （外）փ৭ 7.5:36/2 
（内）にͿいᒵ 7.5:37/3 ྑ

373 ʕ # 地区 4%22 4951 土師器 ᆵ （18.4）（6.6） 1/12 ઙԫ 2.5:7/3 ྑ
374 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᆵ 13.4 （5.5） 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ 山ӄ系
375 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᆵ （5.5） 1/12 7.5:37/2 ྑ 山ӄ系

376 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 13.6 6.3 1/4 （外）にͿい赤 10:36/4
（内）໌փ 7.5:37/2 ややೈ

377 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 12.4 5.7 1/4 （外）ઙԫᒵ 7.5:34/8 
（内）໌փ 7.5:37/1 ྑ

378 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 14.8 9.7 1/6 փԫ 2.5:37/2 にͿいᒵ 5:37/4 ྑ ഗண
379 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 15.0 3.5 1/12 փന 10:38/2 ྑ ഗண

380 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 13.0 4.8 1/4 （外）໌փ 7.5:37/2 
（内）໌փ 5:37/2 ྑ

381 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 15.6 4.8 1/4 にͿいԫ 10:37/3 ྑ ഗண
382 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 15.6 9.1 3/4 にͿいԫᒵ 10:36/3 ྑ ഗண

383 6 次 # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 ᙈ 14.5 （15.7） 1/4 փന 7.5:38/2 ྑ

384 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 12.2 7.4 1/4 （外）ઙԫᒵ 7.5:38/3 （内）փന
10:38/2 にͿいᒵ 5:37/4 ྑ ഗண

385 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 13.4 4.5 1/2 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

386 4 次 # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 ᙈ 16.6 10.8 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/3 ઙԫ 2.5:7/3 ྑ ഗண

387 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 15.0 3.7 1/2 （外） にͿいᒵ 7.5:37/2 
（内）ઙԫᒵ 10:38/2 ྑ ഗண

389 ʕ # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 42.4 10.7 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/4 ྑ

390 ʕ # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 ᙈ ʕ （5.7） 1/12

Ҏ下 ઙԫ 2.5:37/3 ྑ

391 2 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 13.8 10.3 1/3 内外面ともփന 10:38/2 ややೈ
392 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 12.8 8.6 1.5/12 黒 2.5:2/1 ྑ ഗண
393 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 13.4 6.5 1/2 փԫ 10:36/2 ྑ ഗண
394 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 13.4 6.7 1/2 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

395 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 15.0 5.9 1/6 （外）/1.5/0 
（内）にͿいԫᒵ 10:36/3 ྑ

396 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 14.3 （8.9） 1/3 ୶赤ᒵ 2.5:37/3 ྑ

397 6 次 # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 ᙈ 16.2 7.2 1/3 （外）ઙԫ 2.5:37/3

（内）ઙԫᒵ 10:38/2 ྑ

398 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 13.9 11.7 1/3 （外）ઙԫᒵ１̌:38/3
（内）ઙԫᒵ 10:37/3 ྑ ഗண

399 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 15.6 9.2 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ ഗண
400 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 13.9 17.8 1/3 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ 北系か

401 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ ʕ 4.4 1/12 （外）にͿいᒵ 7.5:36/4 
（内）にͿいᒵ ྑ 5:37/4

402 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 19.0 4.3 1/12 （外） 7.5:34/3
（内）にͿい 7.5:35/4 ྑ 山ӄ系

403 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 ᙈ 26.5 32.5 1/4 փ৭ 7.5:34/2 ྑ 山ӄ系
ഗண

404 4 次 # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 形高

ഋ 12.3 4.7 1/6 にͿいԫᒵ 10:36/4 ྑ

405 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 高ഋ 14 （4.8） 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ
406 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 高ഋ 18.8 4.3 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

407 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 高ഋ （2.2） 3.4 1/12 （外）ᒵ 5:36/6 
（内）ᒵ 7.5:37/6 ྑ 山ӄ系

408 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 高ഋ ʕ 3.2 1/12 （外）黒 2.5:32/1
（内）փԫ 2.5:6/2 ྑ

409 6 次 # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 高ഋ 3.0 10.0 1/4 ઙԫᒵ 7.5:38/4 ྑ

410 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 高ഋ ʕ 8.3 1/12 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ
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報告
番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

411 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 13.0 （7.7） 1/4 ᒵ 7.5:37/6 ྑ

412 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 11.6 7.2 ほ΅

形 ᒵ 7.5:37/6 ྑ

414 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 11.8 6.9 1/4 ᒵ 7.5:37/6 ྑ

415 ʕ # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 小形ؙ

ఈു 11.4 7.1 1/2 にͿいԫᒵ 10:36/3 ྑ

416 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 12.4 7.5 ほ΅

形 にͿいԫᒵ 10:37/3 7/6 ྑ

417 6 次 # 地区 4%22 4951 下
層 土師器 小形ؙ

ఈു 11.1 （7.2） 1/4 にͿい赤 5:35/3 ྑ

418 ʕ # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു ʕ 5.8 1/12

Ҏ下 ໌赤 2.5:35/8 ྑ

419 ʕ # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 11.8 5.5 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/3 7/6 ややೈ

420 ʕ # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു ʕ 5.4 1/6 ᒵ 7.5:36/6 ྑ

421 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 9.5 4.9 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/3 7/6 ៛ݎ

422 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു ʕ 4.7 1/6 փԫ৭ 2.5:6/2 ྑ

423 ʕ # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു ʕ （4.3） 1/12

Ҏ下 ઙԫ৭ 2.5:7/3 ྑ

424 6 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു ʕ 4.2 1/12

Ҏ下
（外）にͿいԫᒵ 10:37/3 7/6
（内）にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

425 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 12.4 5.9 1/3 にͿい赤 5:35/3 ややೈ

426 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 13.1 4.9 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

427 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു ʕ 4.4 1/12

Ҏ下 փԫ 10:36/2 ྑ

428 ʕ # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 21.0 2.1 1/12 ໌赤 5:35/6 ྑ

429 ʕ ʕ ʕ 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 16.4 （5.4） 5/6 ᒵ 5:36/6 ྑ

430 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 15.2 3.9 1/12

Ҏ下
（外）փന 10:38/2 
（内）にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ ഗண

431 1 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 16.4 4.5 5/6 にͿいᒵ 7.5:36/4 ྑ

432 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 17.0 4.0 1/6 ᒵ 5:36/6 ྑ

433 ʕ # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 14.6 4.0 1/6 փ 2.5:8/2 ྑ ഗண

434 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ؙ
ఈു 16.4 3.5 2.5/12 にͿいԫᒵ 10:37/3 ྑ

435 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形ᆵ 9.2 5.9 1/12 ᒵ 5:36/6 ྑ

436 4 次 # 地区 4%22 4951 土師器 小形
器

12.4 
（ఈ෦） ଘ 9.2 にͿいᒵ 7.5:36/4 ྑ

437 6 次 # 地区 4%22
k 7-ab3
区 4956
下層࠷

土師器 ᆵ 14.8 （8.7） 1/3 փന 7.5:38/1 ྑ

438 6 次 # 地区 4%22 ʕ 土師器 ᆵ 16.6 （7.5） 1/6 ઙԫ 2.5:37/3 ྑ

439 6 次 # 地区 4%22 4 区ᶚ
層 4951 土師器 ᆵ 17.6 （13.7） 3/4 （外）փന 5:38/2

（内）փԫ 2.5:37/2 ྑ

440 6 次 # 地区 4%22 k 6-b 3
区 4956 土師器 ᆵ 13.8 （4.5） 1/2 にͿいᒵ 7.5:37/4 ྑ

441 6 次 # 地区 4%22
k 6-b 下
層　3

区
土師器 ᆵかᙈ 7.2 

（ఈ෦） 3.3 2/3 փന 10:38/2 ྑ 東海系
（伊）

442 6 次 # 地区 4%22 j 7-D 3
区 4956 土師器 ᙈ 13.5 5.6 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ

443 ʕ # 地区 4%22 4956 ࠷
下層 土師器 ᙈ 18.8 4.0 1/6 փന 10:38/1 ྑ

444 6 次 # 地区 4%22 4956 土師器 ᙈ 13.3 （3.5） 1/6 （外）փന 7.5:38/2
（内）փന 5:38/2 ྑ

445 6 次 # 地区 4%22 4956 ࠷
下層 土師器 ᙈ ʕ （3.0） 1/12

Ҏ下 փന 10:37/1 ྑ ഗண

446 6 次 # 地区 4%22 4956 ࠷
下層 土師器 ᙈ （18.0）（3.6） 1/12 ԫփ 2.5:36/0 ྑ

447 6 次 # 地区 4%22 4956 ࠷
下層 土師器 ᙈ ʕ （4.6） 1/12 （外）փ 10:36/1

（内）փԫ 10:36/2 ྑ

448 6 次 # 地区 4%22 4956 ࠷
下層 土師器 ᙈ 14.8 2.5 1/12 ᒵ 7.5:36/6 ྑ
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番号 次 調査区 遺構 層Ґ・

地 器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ
 ৭　　調 ম成 備　考

450 6 次 # 地区 4%22 4956 ࠷
下層 土師器 ٭ഋ 11.2 3.0 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ 山ӄ系

451 6 次 # 地区 4%22 4956 ࠷
下層 土師器 小形ؙ

ఈു 14.3 4.8 1/4 （外）ઙԫᒵ 7.5:38/3
（内）୶ԫ 2.5:38/3 ྑ

452 6 次 # 地区 4%22 4956 ࠷
下層 土師器 小形器


12.2 

（ఈ෦） 5.2 1/4 （外）ᒵ 7.5:37/6
（内）にͿいᒵ 7.5:37/5 ྑ

453 6 次 # 地区 4%22 4957 土師器 ᙈ 13.4 （2.8） １/12 փԫ 10:36/2　 ྑ ഗண
454 6 次 # 地区 4%22 4957 土師器 ᙈ （16.2）（2.6） 1/1 ԫփ 2.5:5/1 ྑ

455 6 次 # 地区 4%22 4957 土師器 ᙈ 33.4 （7.7） 3/4 （外）փന 10:38/2 
（内）୶ᒵ 5:38/3 ྑ

456 6 次 # 地区 4%22 4957 土師器 ᆵఈ෦
か

5.0 
（ఈ෦）（3.3） 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ ഗண

457 6 次 # 地区 4%22 4860 土師器 ᙈ 4.7 
（ఈ෦）（22.1） 1/12 ઙԫ 2.5:7/3 ྑ ఈ෦穿孔

༿຺ࠟ
458 6 次 # 地区 4%22 4861 土師器 ᙈ 17.8 （4.1） 1/12 փന 10:38/210:38/2 ྑ
459 6 次 # 地区 4%22 4861 土師器 ᙈ 15.6 （3.6） 1/6 փന 10:38/2 ྑ
460 6 次 # 地区 4%22 4861 土師器 ᙈ 13.9 4.5 1/4 ઙԫᒵ 10:38/3 ྑ

461 6 次 # 地区 4%22 4861 土師器 ᙈ 14.6 3.8 1/3 （外）にͿいԫᒵ 10:37/2
（内）にͿいᒵ 7.5:37/3 ྑ

462 6 次 # 地区 4%22 4861 土師器 ᙈ 14.2 3.4 1/4 փന 2.5:38/2 ྑ
463 6 次 # 地区 4%22 4861 土師器 ᙈ 16.6 6.5 1/4 にͿいԫᒵ ྑ 10:37/2

464 6 次 # 地区 4%22 4861 土師器 ᙈ 13.8 7.3 1/6 （外）にͿいԫᒵ
（内）փന 10:38/2 ྑ

465 6 次 # 地区 4%22 4861 土師器 小形
器 9.2 8.5 1/3 （外）ᒵ 5:37/6 փന 5:38/2

（内）໌赤 5/6 ྑ

466 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 ᆵ 19.0 22.8 1/4 փԫ 2.5:37/2 ྑ
467 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 ᆵ 14.2 4.8 1/5 ઙԫᒵ 7.5:38/3 ྑ
468 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 ᆵ 17.3 2.1 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ
469 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 ᆵ 20.0 49.7 1/3 փന 10:38/1 ྑ
470 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 ᙈ 17.0 14.7 1/6 にͿいԫᒵ 10:37/2 ྑ
471 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 ᙈ 14.2 2.0 1/12 փന 10:38/2 ྑ
472 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 ᙈఈ෦ 5.1 3.3 1/6 փന 10:38/2 ྑ
473 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 高ഋ 8.1 7.8 1/4 にͿいԫᒵ 10:37/ １ ྑ
474 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 水ࠩ形 8.8 5.1 １/3 փന 10:38/1 ྑ

475 6 次 $ 地区 4%31 ʕ 弥生土器 ᆵ 30.0 9.1 1/12
Ҏ下

（外）Φリーϒ黒 5:3/1
（内）փന 2.5:8/1 ྑ

報告
番号

出土遺構・
層Ґ 地区 種別 器種 長さ

（Dm） 幅（Dm） ްさ
（Dm） 樹種 木औり ଘ

（�） 備　　　考

476 4%22 下層 1 区
j9-d.D 具 ฑԣ܃ （28.5） （16.1） 2.4 ΠνΠΨシ ຝ 70 ԣ܃、์ࣹܘ 16.1Dm

477 4%22 下層 1 区
j10-a 具 టআ͚ （28.4） 20.5 0.6 ΠνΠΨシ ຝ 80

ʰ木器集成ਤ録ʱྨᶙ。使用
によるຎ໓で孔が広がる。์
ܘࣹ 20.5Dm

478 4%22 下層 3 区 具 ܃ฑຢۂ （49.4） （7.4） 0.4 ΠνΠΨシ ຝ 70 φスϏ形܃。h 木器集成ਤ録ʱ
ྨ ܘࣹ์。 % 18Dm

479 4%22 下層  2 区
k7-D 具 ܃ฑຢۂ （22.3） 1.8 ～

4.0 0.9 ΠνΠΨシ ຝ 40 φスϏ形܃。์ࣹܘ 10Dm

480 4%22 下層 2 区 具 ຢ܃ （19.5） （2.6） 0.8 コφϥଐΞ
ΧΨシѥଐ ຝ 40 ຢ܃のਕઌ

481 4%22 下層 3 区 具 ຢ܃ （11.4） 2.2 0.5 ΠνΠΨシ ຝ 30 ຢ܃のਕઌ

482 4%22 下層 3 区
l6-d 具 木 13.2 7.4 6.5 コφϥଐ

コφϥઅ ਊؙ࣋木 100 としてస用か。ଆ面にਕۀ࡞
があたる。์ࣹܘ 3.3Dm

483 4%22 下層 4 区 Ꭴ具ړ  （28.4）

 :
（23.2）
ฑ :2.0
～ 2.7

 :1.85、
ฑ :0.8 ～

1.0
Ϟϛଐ ࡐࢬ 60

か͚の孔３か所。か͚の使
用ࠟෆ໌ྎ。ຢ木෦加ࠟあ
り

484 4%22 下層 3 区
l7-b Ꭴ具ړ ᓄ （78.8） ฑ :2.4

 :7.4
　ฑ :1.0
　 :1.2

コφϥଐΞ
ΧΨシѥଐ ຝ 80 一木式。์ࣹܘ 7.2Dm

485 4%22 下層 2 区
k8-b ࿑具ړ ᓄ （33.5） 3.3 ～

5.5 0.8 ～ 2.0 コφϥଐΞ
ΧΨシѥଐ ຝ 50 ฑの一෦。加ࠟあり。์ࣹܘ

6Dm

486 4%22 下層 1 区
j10-b ࿑具ړ ᓄ （24.2） （3.2 ～

4.5） 1.8 ～ 2.4 ώϊΩ ൘ 40 化。ยଆのଆ面に加ࠟ。

487 4%22 下層 3 区
k7-b Ꭴ具ړ ᓄ （15.5） 5.7 1.0 ΠνΠΨシ ຝ 40 ઌをࣼめに削る。ઌに加

ܘࣹ์。ࠟ 5.7Dm

ද̔　出土木製品؍ද



京都府遺跡調査報告集　第 øþ３ 冊

-３３ù-

報告
番号

出土遺構・
層Ґ 地区 種別 器種 長さ

（Dm） 幅（Dm） ްさ
（Dm） 樹種 木औり ଘ

（�） 備　　　考

488 4%22 下層 1 区
j10-b 具 ॎිකฑ

ි
:12.0
Ѳり :

（5.6）

ි
:3.3
Ѳり
:2.0

ි :3.2
　～ 1.2
Ѳり :2.0

αΧΩ ࡐࢬ 50 ࠟかな加ࡉ

489 4%22 下層 3 区 ༰器 ൫ 32.0：ܘ
～ 34.0 （6.5） 1.2 έϠΩ ԣ木औり 40 ԑに面औりあり。ఈ෦にか͚ޱ

てくͼれる
490 4%22 下層 3 区 ༰器 ൫ 30.2 18.7 1.7 Χπϥଐ ԣ木औり 70 ఈ෦に٭

491 4%22 下層 1 区
k9-d ༰器 ᚫ子 （7.8） （5.5） 0.7 ώϊΩ ຝ 30 ఈ൘

492 4%22 下層 3 区
l5-d ༰器 ૧ 48.2 （14.8） 1.8 ώϊΩ ԣ木औり 70 ิ修ࠟあり

493 4%22 下層 1 区
k9-d ༰器 ૧ 82.0 （19.8） 0.5 ～ 1.5 Ωϋダ ԣ木औり 40

494 4%22 下層 1 区
k10-a ༰器 ૧ （43.8） （9.5） 0.4 ～ 1.7 スΪ ԣ木औり 40 ཪ化

495 4%22 下層 1 区
10a-d ༰器 ૧ （40.0） （9.7） 1.8 スΪ ԣ木औり 40 ཪ化

496 4%22 下層 1 区
j9-d 具ࡶ 物Ҝ子ࢦ （26.5） 12.5 2.0 コφϥଐ

コφϥઅ ຝ 90 ෦。孔穿孔。ܽଛ٭

497 4%22 下層 3 区 具ࡶ 物Ҝ子ࢦ 20.0 23.5 2.4 ώϊΩ ൘ 70 ܘࣹ์。෦。あり٭ 12.5Dm
498 4%22 下層 ʕ ָ器 ۏ （45.0） （6.8） 1.5 ώϊΩ ൘ 50 上൘。樹ൽによる௲じ。

499 4%22 下層 1 区
k9-D 発Ր具 Րਲ਼ӓ （45.0） 4.6 3.1 ώϊΩ ൘ 50 Րਲ਼孔３か所。෦化

500 4%22 下層 3 区
k6-d 祭祀具 形 （28.8） 3.8 1.2 ώϊΩ ൘ 60 ൘ঢ়に加。ઌӶ֯

501 4%22 下層 3 区 武具 ६ （25.2） （4.2） 1.3 Ϟϛଐ ൘ 60 間ִに穿孔。ඥࠟる。孔内
にඥଘ。

502 4%22 下層 ʕ 武具 ६ 26.5 18.5 0.35 ～
1.0 ʕ ൘ 30 間ִに穿孔。ඥࠟる。

503 4%22 下層 3 区 建ங෦ࡐ ఐ子 （60.2） 14.6 8.4 ～ 3,5 ώϊΩ ൘ 40 ඃにより化
504 4%22 下層 3 区 建ங෦ࡐ ఐ子 （57.2） 17.4 2.2 ～ 5.2 ώϊΩ ൘ 30 ܘࣹ์ 10.9Dm

505 4%22 下層 1 区
j9-d 建ங෦ࡐ ఐ子 （11.5） 14.0 5.0 ώϊΩ ൘ 40 ఐ子のֻ͚෦

506 4%22 下層 1 区
j9-d 建ங෦ࡐ ෦ࡐ （44.0） 2.0 ～

（5.5） 1.8 ～ 2.7 スΪ ൘ 60 加によるۼみあり。߹せる
ものか

507 4%22 下層 2 区
k7-D 建ங෦ࡐ ෦ࡐ （19.0） 5.5 ～

7.5 0.9 ～ 1.2 ώϊΩ ຝ 60 ൘ঢ়でۼみঢ়の加。̎か所穿
孔。樹ൽによる௲じ。

508 4%22 下層 2 区
k8-b 建ங෦ࡐ ਨ木 （41.5） 4.4 4.4 スダδΠ ਊؙ࣋木 60 使用ࠟあり。์ࣹܘ 2.2Dm

509 4%22 下層 1 区
k9-d 建ங෦ࡐ ਨ木 （94.1） 5.8 5.8 ΞセϏ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 2.9Dm

510 4%22 下層 1 区 建ங෦ࡐ ෦ࡐ （69.1） 22.0 0.5 ώϊΩ ຝ 80 かい木。孔ࡉ 1 か所。์ࣹ
ܘ 22Dm

511 4%22 下層 2 区 建ங෦ࡐ นࡐ 117.2 33.3 2.2 ώϊΩ ൘ 80 ยଆに穿孔３か所。加ྎ໌ࠟ

512 4%22 下層 3 区 建ங෦ࡐ 柱ࠜ （45.5） 24.0 14.5 ΠνΠΨシ
か ࡐׂ 50 柱ࠜ

513 4%22 下層 ʕ 運ൖ具 舟 （49.8） （12.7） 1.8 ΫスϊΩ ൘ 50 ଆ。孔３か所ݳ
514 4%22 下層 3 区 加木 ൘ࡐ （36.5） 11.6 2.0 ώϊΩ ൘ 60 ଆ面加あり
515 4%22 下層 1 区 加木 ൘ࡐ （52.2） 23.2 3.5 ώϊΩ ൘ 50

516 4%22 下層 1 区
j9-d 加木 ൘ࡐ （25.2） 12.3 2.0 スΪ ൘ 60 ׂれた൘ࡐ。中ԝにώϏ

517 4%22 下層 3 区
k6-d 加木 ൘ࡐ （27.7） 10.4 2.4 スΪ ൘ 60 ཪはຎ。中ԝから෦に͚ܽ

て木が٧まる

518 4%22 下層 3 区
k6-d 加木 ൘ࡐ （32.7） 7.8 3.6 ΫスϊΩ ൘ 60 ྆小ޱ面加

519 4%22 下層 1 区
j10-b 加木 ൘ࡐ （8.9） 2.7 ～

2.2 0.8 ～ 0.4 スΪ ຝ 30 ܘࣹ์ 2.7 ～ 2.2Dm

520 4%22 下層 2 区
k7-d 加木 ൘ࡐ （19.1） 5.6 0.2 πϒϥδΠ ൘ 20

521 4%22 下層 1 区
j10-b 加木 ൘ࡐ （8.9） 2.7 ～

2.2 0.8 ～ 0.4 ώϊΩ ຝ 30 ܘࣹ์ 2.7 ～ 2.2Dm

522 4%22 下層 3 区
j7-D 加木 ൘ࡐ （9.1） 3.2 ～

1.9 0.5 ～ 0.3 Ϟϛଐ ൘ 20

523 4%22 下層 3 区 加木 ൘ࡐ （36.4） 12.4 2.3 スΪ ൘ 50 加ྎ໌ࠟ。ย面෦化

524 4%22 下層 1 区
j9-a 加木 ൘ࡐ （31.5） （6.5） 1.2 ʕ ຝ 50 දཪに加ྎ໌ࠟ

525 4%22 下層 4 区 加木 ൘ࡐ 31.5 15.0 1.7 ώϊΩ ൘ 80 加ྎ໌ࠟ

526 4%22 下層 2 区
k7-D 加木 ൘ࡐ （56.2） 4.8 2.1 ώϊΩ ຝ 40 ܘࣹ์ 4.8Dm

527 4%22 下層 ʕ 加木 ൘ࡐ （56.7） （13.5） 3.5 ΠνΠΨシ ൘ 60 ଆ面一෦化。具原ࡐか。加
ܘࣹ์。ྎ໌ࠟ 13.5Dm
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528 4%22 下層 2 区
k7-D 加木 ൘ࡐ （57.0） 4.0 0.8 スΪ ൘ 50 ബい൘。અ࣋ちࡐ

529 4%22 下層 1 区
j9-D 加木 ൘ࡐ （67.3） 7.0 2.6 ώϊΩ ൘ 30

530 4%22 下層 3 区
l7-b 加木 ൘ࡐ （73.5） 6.5 1.2 ώϊΩ ൘ 70 加ྎ໌ࠟ

531 4%22 下層 1 区 加木 ൘ࡐ （47.3） 8.0 1.5 ώϊΩ ຝ 60 加ܘࣹ์。ྎ໌ࠟ 8.0Dm

532 4%22 下層
2 区
j8-b 
k8-a

加木 ൘ࡐ （72.2） 5.6 ～
3.5 0.4 ώϊΩ ൘ 60

533 4%22 下層 1 区
j9-b 加木 ൘ࡐ （71.0） 13.2 1.4 ώϊΩ ൘ 50 加ྎ໌ࠟ

534 4%22 下層 3 区 加木 ൘ࡐ （66.8） 8.0 1.6 Ϟϛଐ ൘ 60

535 4%22 下層 3 区
j7-D 加木 ൘ࡐ （48.9） （7.9） 1.0 ώϊΩ ൘ 80

536 4%22 下層 4 区
l5-a,b 加木 ൘ࡐ （35.4） （5.2） 2.2 ʕ ൘ 50 અ࣋ちࡐ。෦化。ཪは化

なし

537 4%22 下層 ʕ 加木 ൘ࡐ （31.2） 18.2 1.8 ΠνΠΨシ ຝ 50 具原ࡐか。ۀ࡞のਕࠟか。์
ܘࣹ 18.2Dm

538 4%22 下層 ʕ 加木 ൘ࡐ （21.4） 3.2 ～
4.5 0.9 ʕ ൘ 70 くͼれ෦加

539 4%22 下層 2 区 具ࡶ ༗಄ （19.5） 4.0 3.0 ʕ ਊؙ࣋木 60 くͼれ෦加
540 4%22 下層 1 区 具ࡶ ༗಄ （22.0） 3.4 2.2 πϒϥδΠ ਊؙ࣋木 70 ܘࣹ์ 1.7Dm

541 4%22 下層 1 区
j10-b 具ࡶ ༗಄ （37.0） 3.7 1.8 ώϊΩ ຝ 60 ෦に使用ࠟか。์ࣹܘ 3.7Dm

542 4%22 下層 1 区
j10-a 具ࡶ ༗಄ （74.5） 2.5 2.0 πϒϥδΠ ਊؙ࣋木 60 くͼれ෦に使用ࠟ。෦に加

ࠟ
543 4%22 下層 ʕ ෆ໌ ࡐ （98.0） 2.1 1.5 ώϊΩ ࡐׂ 80

544 4%22 下層 1 区
j9-a ෆ໌ ࡐ （44.8） 1.1 ～

1.7 0.5 ～ 1.4 スΪ ࡐׂ 50

545 4%22 下層 3 区
l7-b,D ෆ໌ ෦ࡐ （75.5） 3.0 2.4 ώϊΩ ࡐׂ 80 孔穿孔

546 4%22 下層 2 区
k7-D ෆ໌ ෦ࡐ 67.8 3.5 2.3 スΪ ࡐׂ 70 孔穿孔

547 4%22 下層 3 区 ෆ໌ ෦ࡐ 51.1 2.2 1.4 スΪ ࡐׂ 70 ઌにஈあり

548 4%22 下層 ʕ 具ࡶ もえさし 42.5 1.8 ～
4.2 2.5 ～ 3.0 ʕ ࡐׂ 90 ෦ඃにより化

549 4%22 下層 1 区
j9-b 具ࡶ もえさし （64.6） 3.9 2.1 ώϊΩ ࡐׂ 60 ෦ඃにより化

550 4%22 下層 2 区 具ࡶ もえさし 25.2 1.6 1.8 ώϊΩ ࡐׂ 100 ෦ඃにより化

551 4%22 下層 1 区
j9-d 具ࡶ もえさし 29.4 1.8 0.8 ώϊΩ ࡐׂ 100 ෦ඃにより化

552 4%22 下層 2 区
k7-D 具ࡶ もえさし 36.3 2.9 1.0 ώϊΩ ࡐׂ 90 ྆෦ඃにより化

553 4%22 下層 3 区 具ࡶ もえさし 50.4 1.8 1.1 ώϊΩ ࡐׂ 100 ෦ඃにより化
554 4%22 下層 4 区 具ࡶ もえさし 15.4 1.2 0.5 ώϊΩ ࡐׂ 100 ෦ඃにより化

555 4%22 下層 2 区
k8 具ࡶ もえさし 20.5 1.1 ～

1.8 0.9 ～ 1.3 ώϊΩ ࡐׂ 100 ෦ඃにより化

556 4%22 下層 2 区
k7-D 杭 杭 106.6 6.1 2.9 ώϊΩ ࡐׂ 70 અ࣋ちࢬ。ࡐをう

557 4%22 下層 4 区 杭 杭 95.4 2.5 ～
7.7 2.2 ～ 5.8 πϒϥδΠ ਊؙ࣋木 70 અ࣋ちࢬ。ࡐをう

558 4%22 下層 1 区
j9-a 杭 杭 77.8 6.8 4.9 Ϋリ ਊؙ࣋木 70 ܘࣹ์ 3.4Dm

559 4%22 下層 3 区
l6-a,b 杭 杭 （58.4） 5.7 5.0 πバΩଐ ਊؙ࣋木 70 ଘをう。樹ൽࢬ

560 4%22 下層 2 区
k8-d 杭 杭 48.1 3.0 ～

6.7 6.0 πバΩଐ ਊؙ࣋木 80 શ面に໌ྎなෳの加ࠟ。樹
ൽଘ

561 4%22 下層 2 区 杭 杭 （24.2） 4.1 3.8 ϞοコΫ ਊؙ࣋木 80 樹ൽଘ

562 4%22 下層 2 区
j8-b 杭 杭 （61.4） 9.3 4.2 πϒϥδΠ ࡐׂ 60

563 4%22 下層 1 区 杭 杭 （58.1） 7.8 4.6 ϋΠϊΩଐ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 7.8Dm

564 4%22 下層

1 区
k10-a,
k9-D,
̳

杭 杭 （110.5） 7.2 3.3 スΪ ࡐׂ 40

565 4%22 下層 1 区
j9-a,b 杭 杭 （167.2） 6.7 5.2 ώϊΩ ࡐׂ 60 ઌの加ࠟにਕこ΅れࠟ。์

ܘࣹ 3.35Dm
566 4%22 下層 3 区 ෆ໌ ෦ࡐ （94.4） 5.1 2.8 ώϊΩ ൘ 50
567 4%22 下層 1 区 ෆ໌ ෦ࡐ （84.7） 3.1 2.5 ～ 0.2 ώϊΩ ࡐׂ 80

568 4%22 下層 2 区
j7-D ෆ໌ ෦ࡐ （62.2） 7.2 1.8 ώϊΩ ࡐׂ 70 ܘࣹ์ 7.2Dm
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569 4%22 下層 2 区
k8 ෆ໌ ෦ࡐ 61.0 1.7 ～

4.2 0.4 ～ 2.2 ώϊΩ ࡐׂ 60 ઌ加。孔穿孔か

570 4%22 下層 1 区
j10-b ෆ໌ ෦ࡐ （40.5） 3.6 2.2 ώϊΩ ࡐׂ 40

571 4%22 下層 3 区 加木 ࡐ 57.6 2.5 2.1 ΧϠ ࡐׂ 80
572 4%22 下層 ʕ 加木 ൘ࡐ （9.8） （7.7） （3.4） ϜΫϊΩ ຝ 30 ܘࣹ์ 7.7Dm

573 4%22 下層 ʕ 加木 みかんׂ
ࡐ 14.5 8.5 3.3 χϨଐ ࡐׂ 30 ܘࣹ์ 8.5Dm

574 4%22 下層 1 区
k10-a 加木 ਊࡐ࣋ 13.0 6.8 5.5 Ϋリ ਊؙ࣋木 90 木ਨか。์ࣹܘ 3.4Dm

575 4%22 下層 ʕ 加木 ࡐׂ 13.0 1.1 ～
6.3 2.8 ～ 3.4 ʕ ࡐׂ 90

576 4%22 下層 3 区 加木 みかんׂ
ࡐ 28.8 4.5 2.0 ώϊΩ ࡐׂ 70 加ྎ໌ࠟ。みかんׂ～ຝࡐ

の加ஈ֊か。樹ൽଘ

577 4%22 下層 3 区
k7-b 加木 ࡐ （41.2） 2.3 ～

3.8 2.3 ～ 3.2 スΪ ࡐׂ 70 ฑか。અる。ઌかららか
なஈあり

578 4%22 下層 1 区
j10-a 加木 みかんׂ

ࡐ （50.5） 6.6 0.2 ～ 2.1 コφϥଐ
コφϥઅ ࡐׂ 60 みかんׂ～ຝࡐの加ஈ֊

579 4%22 下層 2 区
k8-b 加木 ਊࡐ࣋ （61.4） 4.5 3.2 αΧΩ ਊؙ࣋木 60 ෦のみ加。樹ൽଘ。์ࣹ

ܘ 2.25Dm

580 4%22 下層 3 区 加木 ਊࡐ࣋ （61.3） 14.0 ～
8.8 5.5 έϠΩ ਊؙ࣋木 70 小ޱ面加ܘࣹ์。 7.0 ～

4.4Dm

581 4%22 下層 3 区 加木 ਊࡐ࣋ （54.9） 6.5 3.7 πϒϥδΠ ਊؙ࣋木 60 ਨ木もしくはఱടか。์ࣹܘ
3.2Dm

582 4%22 下層 1 区
k9-d 加木 ਊࡐ࣋ （30.1） 5.0 5.0 Ϋリ ਊؙ࣋木 60 小ޱ面加ܘࣹ์。 2.5Dm

583 4%22 下層 3 区
l6-d 加木 ࡐׂ 94.9 3.0 1.9 ώϊΩ ࡐׂ 70 加ࠟଘ

584 4%22 下層 1 区
k9-d 加木 ਊࡐ࣋ （103.0） 6.0 ～

7.8 5.6 ʕ ਊؙ࣋木 60 ෦加あり。ࢬをう。

585 4%22 下層 1 区
k9-d 加木 ਊࡐ࣋ （64.9） 9.4 7.1 Ϋリ ਊؙ࣋木 60 をうࢬ

586 4%22 下層 3 区
k6-d 加木 ࡐׂ （77.2） 5.2 3.0 ώϊΩ ࡐׂ 70

587 4%22 下層 1 区
j10-b 加木 ࡐׂ （17.6） 4.0 3.5 ʕ ࡐׂ 30 ཪׂれ

588 4%22 下層 1 区
j10-a 加木 みかんׂ

ࡐ 82.2 11.3 4.4 ώϊΩ ࡐׂ 70 原木１/ ׂ̎

589 4%22 下層 1 区
j10-a,d 加木 みかんׂ

ࡐ （37.7） 6.0 3.9 Ϋリ ࡐׂ 70 原木の樹ൽଆ

590 4%22 下層 3 区
l7-d 加木 みかんׂ

ࡐ （35.0） 3.1 ～
11.8 8.5 ϜΫϩδ ࡐׂ 50 原木１/ ４ׂ

591 4%22 下層 2 区
k8-d 加木 みかんׂ

ࡐ （27.7） 12.1 7.2 ώϊΩ ࡐׂ 50 原木１/ ４ׂ

592 4%22 下層
1 区
j10-b,
j9-D

加木 みかんׂ
ࡐ （37.4） 11.2 3.6 ʕ ࡐׂ 60 原木１/ ４ׂ

593 4%22 下層 3 区
l6-a,b 加木 みかんׂ

ࡐ （135.6） 23.8 8.8 Ϋリ ࡐׂ 40 原木１/ ׂ̎

594 4%22 下層 3 区
l7-b 加木 みかんׂ

ࡐ （37.1） 16.6 3.8 コϠϚΩ ࡐׂ 50 原木の樹ൽଆ

595 4%22 下層 ʕ 加木 ਊࡐ࣋ （75.2） 13.1 11.3 ϜΫϊΩ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 6.55Dm

596 4%22 下層 2 区
k7-d 加木 ਊࡐ࣋ （87.8） 6.8 5.2 Ϋリ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์。をうࢬ 3.4Dm

597 4%22 下層 3 区
l6-a,b 加木 ਊࡐ࣋ 102.4 11.8 9.3 Ϋリ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์。をうࢬ 5.9Dm

598 4%22 下層 1 区
k9-b 加木 ਊࡐ࣋ 83.3 8.7 9.4 コφϥଐΞ

ΧΨシѥଐ ਊؙ࣋木 70 ܘࣹ์。ଘをう。樹ൽࢬ
4.35Dm

599 4%22 下層
4951 4 区 具 టআ͚ 28.9 （22.5） 0.2 ΠνΠΨシ ຝ 70 ʰ木器集成ਤ録ʱྨᶙ。ଆ面

ܘࣹ์。ۂ 22.5Dm

600 4%22 下層
4951 4 区 具 ܃ฑຢۂ （24.5） （7.7） 1.4 ΠνΠΨシ ຝ 70 φスϏ形܃。์ࣹܘ 7.7Dm

601 4%22 下層
4951 ４区 具 ٩ݎ （45.6） 7.8 ～

2.4 5.2 ～ 2.4 πバΩଐ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 3.9 ～ 1.2Dm

602 4%22 下層
4951 4 区 祭祀具 舟形 

木製品 27.8 5.4 2.3 ώϊΩ ԣ木औり 100 川舟模か

603 4%22 下層
4951 4 区 具ࡶ Րਲ਼٩ （21.8） 0.8 0.7 スΪ ࡐׂ 90 使用によりઌ化

604 4%22 下層
4951 4 区 祭祀具 陽物形 6.4 2.4 2.1 Ϟϛଐ ਊؙ࣋木 100 ์。Ӷい断ࠟ。ࠟかい加ࡉ

ܘࣹ 1.2Dm

605 4%22 下層
4951 4 区 具 ൘ （120.6） 11.3 2.3 ώϊΩ ൘ 70 અ࣋ちࡐ。り４か所
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606 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ൘ 34.0 7.9 1.9 ώϊΩ ൘ 60 一෦樹ൽଘ

607 4%22 下層
4951 4 区 加木 ൘ （48.3） 5.9 ～

5.2 2.8 ～ 1.5 ώϊΩ ຝ 70 加ྎ໌ࠟ

608 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ൘ （50.2） 7.0 4.1 スΪ ൘ 70

609 4%22 下層
4951 4 区 加木 ൘ 57.5 8.5 2.0 ώϊΩ ຝ 80 加ਫ਼高い

610 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ൘ 58.3 8.3 2.0 ώϊΩ ൘ 90 加ਫ਼高い

611 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ൘ࡐ （34.0） 4.6 ～

1.4 1.2 ～ 0.3 ώϊΩ ൘ 50

612 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ൘ࡐ （22.0） 2.8 1.3 スΪ ຝ 50 ܘࣹ์ 2.8Dm

613 4%22 下層
4951

4 区
m4-d 加木 ൘ࡐ （63.4） 11.6 0.7 Ϟϛଐ ൘ 50 ൘か

614 4%22 下層
4951 4 区 加木 ൘ࡐ （47.5） 11.5 2.0 ～ 0.6 ΠνΠΨシ ຝ 50 具原ࡐか。์ࣹܘ 11.5Dm

615 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ൘ࡐ （43.9） 7.1 1.5 ώϊΩ ຝ 60 અ࣋ちࡐ

616 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ൘ࡐ （38.9） 12.8 2.4 Ϋリ ຝ 40 加్中。์ࣹܘ 12.8Dm

617 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ෆ໌ （16.9） （4.9） 2.0 ΠνΠΨシ ຝ 40 ༰器の֖か。ఈ൘か

618 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ࡐ （42.6） 4.7 1.9 ώϊΩ ൘ 70 加్中

619 4%22 下層
4951 4 区 加木 ࡐ 77.7 2.7 2.7 Ϟϛଐ ਊؙ࣋木 80 一෦樹ൽଘ。์ࣹܘ 1.35Dm

620 4%22 下層
4951 4 区 具ࡶ もえさし 40.6 1.5 ～

2.7 0.3 ώϊΩ ࡐׂ 80 ෦ඃにより化

621 4%22 下層
4951 4 区 具ࡶ もえさし （26.2） 2.3 1.5 ώϊΩ ൘ 90 ෦ඃにより化

622 4%22 下層
4951 4 区 加木 ࡐ （29.5） 2.0 1.4 ʕ ࡐׂ 90

623 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ࡐ （33.1） 2.5 1.8 コφϥଐΞ

ΧΨシѥଐ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 1.25Dm

624 4%22 下層
4951 4 区 加木 ࡐ （11.7） 2.5 2.0 ώϊΩ ࡐׂ 40 Րਲ਼ӓか

625 4%22 下層
4951 4 区 加木 ࡐ （12.4） 2.3 1.5 ώϊΩ ࡐׂ 40 Րਲ਼ӓか

626 4%22 下層
4951 4 区 加木 ൘ （125.3） 13.7 ～

6.2 4.0 ώϊΩ ൘ 80

627 4%22 下層
4951 4 区 加木 ࡐ 104.7 5.2 3.8 ϋΠϊΩଐ ਊؙ࣋木 80 一෦樹ൽଘ。์ࣹܘ 2.6Dm

628 4%22 下層
4951 下層 4 区 杭 杭 （26.1） 4.4 3.5 スダδΠ ਊؙ࣋木 50 ܘࣹ์ 2.2Dm

629 4%22 下層
4951

4 区
m4-d 杭 杭 （55.0） 7.8 2.9 スΪ ࡐׂ 60

630 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ࡐ （33.2） 4.9 ～

3.6 4.0 Ϋリ ࡐׂ 50

631 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ਊࡐ࣋ 44.7 8.3 8.3 ώϊΩ ਊؙ࣋木 90 建ங෦ࡐか์ࣹܘ 4.2Dm

632 4%22 下層
4951 下層

4 区
l4-b
m4-a

加木 ਊࡐ࣋ 83.2 8.6 7.6 シャシャン
Ϙ ਊؙ࣋木 70 െࠟ࠾ଘ。์ࣹܘ 4.3Dm

633 4%22 下層
4951 下層 4 区 加木 ਊࡐ࣋ （57.2） 14.0 10.2 Ϋリ ਊؙ࣋木 60 小ޱ面加ܘࣹ์。 7.0Dm

634 4%22 下層
4861 4 区 ༰器 ૧ （31.8） （18.2） ઌ 3.8 

ఈ෦ 1.6 Ωϋダ ԣ木औり 40 ఈ෦からཱち上がりଘ

635 4%22 下層
4861 ʕ ෆ໌ ෆ໌ （8.0） （2.4） 1.4 Ϋϫଐ ൘ 5 ඥ孔෦

636 4%22 下層
4861 4 区 武器 ৌ （15.8） 3.8 0.6 ～ 1.0 ώϊΩ ຝ 40 ෦にஈを࡞り出す。ೋຕ߹わ

せ式のৌ

637 4%22 下層
4861 4 区 具ࡶ もえさし （24.3） 2.1 0.8 ʕ ࡐׂ 60 ෦ඃにより化

638 4%22 下層
4861 4 区 具 ԣ 30.6 1.7 ～

9.0 1.7 ～ 7.7 ΠνΠΨシ
か ࡐׂ 90 ʰ木器集成ਤ録ʱྨ %。์ࣹ

ܘ 7.5Dm

639 4%22 下層
4861 4 区 加木 ࡐ （37.8） 2.8 2.4 ώϊΩ ਊ࣋ 60 み߹わせる෦。みঢ়に加ۼ

かࡐ

640 4%22 下層
4861

3 区
m4-a 加木 ࡐ （48.0） 2.3 0.7 ώϊΩ ࡐׂ 50 平たいࡐか。一෦化。加

ࠟあり

641 4%22 下層
4861

4 区
l5-d 加木 ൘ 45.4 5.3 1.2 ώϊΩ ຝ 80 加ਫ਼高い
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出土遺構・
層Ґ 地区 種別 器種 長さ

（Dm） 幅（Dm） ްさ
（Dm） 樹種 木औり ଘ

（�） 備　　　考

642 4%22 下層
4861

4 区
l3-D,d 加木 ൘ 61.8 13.4 0.6 ώϊΩ ൘ 80 加ਫ਼高い

643 4%22 下層
4861 4 区 加木 ൘ （47.1） 16.6 0.4 ώϊΩ ൘ 60 加ਫ਼高い

644 4%22 下層
4861

4 区
m4-
a,b

加木 ൘ （26.6） 8.2 1.0 ώϊΩ ຝ 50 ܘࣹ์ 8.2Dm

645 4%22 下層
4861 4 区 加木 ൘ࡐ （52.6） 14.5 4.5 ώϊΩ ൘ 50 平面にஈࠩを࡞り出す。屋ࠜࡐ

か

646 4%22 下層
4861 4 区 加木 ࡐׂ （72.0） 11.5 2.4 コφϥଐΞ

ΧΨシѥଐ ࡐׂ 70

647 4%22 下層
4861 4 区 加木 ࡐׂ （80.1） 9.4 ～

3.7 3.4 Ϋリ ࡐׂ 40 શ面にඃをड͚化。一෦樹
ൽଘ

648 4%22 下層
4861 4 区 加木 ࡐׂ （81.7） 　11.2 5.8 ώϊΩ ࡐׂ 70 小ޱ面加

649 4%22 下層
4861 4 区 加木 ਊࡐ࣋ 36.0 6.4 4.8 ΠψΨϠ ਊ࣋ 90 ྆に加ࠟ。化。અ࣋ちࡐ

650 4%22 下層
4861 4 区 加木 ਊࡐ࣋ （22.0） 4.8 4.9 ϜΫϊΩ ਊؙ࣋木 70 小ޱ面にെܘࣹ์。ࠟ࠾ 2.4Dm

651 4%22 下層
4861 4 区 加木 ൘ࡐ （101.7） 12.4 2.4 ώϊΩ ൘ 70

652 4%22 下層
4861 4 区 加木 ࡐׂ （121.5） 9.8 7.1 ώϊΩ ࡐׂ 60 建ங෦ࡐのస用か。ೋ次加あ

り

653 4%22 下層
4861 4 区 杭 杭 （102.8） 10.2 4.4 ～ 7.0 Ϋリ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 5.1Dm

654 4%22 下層
4861

4 区
l3-b 杭 杭 （61.2） 14.7 9.5 Ϋリ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 7.35Dm

655 4%22 下層
4861

4 区
m3-d 杭 杭 （91.2） 10.8 11.0 Ϋϫଐ ਊؙ࣋木 60 ઌに୮೦な加。

656 4%22 下層
4961 4 区 杭 杭 86.8 9.4 ～

11.2
7.8 ～
10.3 ʕ ਊؙ࣋木 60

657 4%22 下層
4961 4 区 杭 杭 （85.1） 16.2 10.8 Ϋϫଐ ਊؙ࣋木 60 一෦樹ൽる。์ࣹܘ 8.1Dm

658 4%22 下層
4861 4 区 杭 杭 （81.8） 11.4 11.3 Ϋリ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 5.7Dm

659 4%22 下層
4861 4 区 杭 杭 （86.6） 5.2 5.7 Ϋϫଐ ਊؙ࣋木 70 ܘࣹ์ 2.6Dm

660 4%22 下層
4956

3 区
k7-a 具 ܃ฑۂ （14.0） 3.5 0.6 ΠνΠΨシ ຝ 40 φスϏ形܃。์ࣹܘ 3.5Dm

661 4%22 下層
4956 3 区 加木 ࡐׂ （80.1） 3.8 2.7 ώϊΩ ࡐׂ 50

662 4%22 下層
4,68 3 区 加木 ࡐׂ （12.9） 2.4 ～

3.7 0.9 ～ 1.4 ʕ ࡐׂ 20

663 4%22 下層
4869 4 区 加木 ࡐׂ （25.1） （6.2） 1.8 コφϥଐΞ

ΧΨシѥଐ ࡐׂ 50 杭として使用。์ࣹܘ 6.2Dm

664 4%22 下層
4862

3 区
m5-d 具 ԣිකฑ

 ි
:13.3
Ѳり :

（11.6）

ි：
4.4

Ѳり：
3.8

ි :2.1
Ѳり :2.0 Ϋϫଐ ࡐࢬ 50 ිに加ࠟ

665 4%22 下層
4862 3 区 加木 ࡐ （35.1） 4.8 （3.3） Ωϋダ ਊؙ࣋木 40 અ࣋ちܘࣹ์。ࡐ 2.4Dm

666 4%22 下層
4862 3 区 加木 ਊࡐ࣋ （59.7） 6.7 ～

3.0 3.6 ～ 1.8 Ϋϫଐ ਊؙ࣋木 60 小ޱ面に断ࠟ

667 4%22 下層
4862 3 区 加木 ਊࡐ࣋ 61.0 4.4 ～

14.8 4.8 ～ 7.2 ʕ ਊؙ࣋木 100 小ޱ面に断ࠟ

668 4%22 下層
4862 3 区 加木 ࡐ （110.4） 6.7 （5.2） ώϊΩ ਊؙ࣋木 60 ܘࣹ์ 3.35Dm

669 4%22 下層
4862 3 区 加木 ਊࡐ࣋ （130.0） 9.5 ～

8.1 8.0 ϜΫϊΩ ਊؙ࣋木 60 柱ࠜか
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次 調査区 遺構
層Ґ・ 
地

器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ ৭調 ম成 備　　考

696 6次 "地区 4&112 下層࠷ 土師器 ᙈ （13.4） 2/12 փԫ2.5:7/2 ྑ

697 6次 "地区 4&112 ʵ 土師器 ᙈ 10.6 10.2
ほ΅　

形
にͿいԫᒵ10:37/2 ྑ

698 6次 "地区 4&112
中層～下

層
土師器 ᙈ 13.0 4/12

（外）փ7.5:35/1
（内）փԫ10:36/2

ྑ

699 6次 "地区 4&112 ʵ 土師器 ᙈ 14.4 13.7 5/12 փԫ10:36/2 ྑ
700 6次 "地区 4&112 ʵ 土師器 ᙈ 12.9 13.3 11/12 にͿいԫᒵ10:37/2 ྑ
701 6次 "地区 4&112 ʵ 土師器 ᙈ 14.0 13.9 11/12 փന10:38/2 ྑ

702 6次 "地区 4&112 ʵ 土師器 ᙈ 14.1 14.3
ほ΅　

形
ઙԫᒵ10:38/3 ྑ

703 6次 "地区 4&112 ʵ 土師器 ᙈ
（外）にͿいԫ2.5:6/3
（内）黒2.5:3/2

ྑ

704 6次 "地区 4&112 ʵ 土師器 ᙈ

705 6次 "地区 4&112
中層～下

層
須恵器 ഋ֖ （15.8） （4.2） 4/12 փന/7/0 ྑ

706 6次 "地区 4&112 ʵ 須恵器 ഋ)֖ （12.4） （3.5） 2/12 փԫ2.5:8/1 ៛ݎ
707 6次 "地区 4&112 ʵ 須恵器 ᆵ փ/7/0 ៛ݎ

708 6次 "地区 4&112 ʵ 須恵器 平ළ （5.8） 11.7
ほ΅　

形
փ/6/0 ៛ݎ

709 6次 "地区 4&112 ʵ 弥生土器 ᙈ
3.4（ఈ
෦）

3.2 12/12
（外）にͿいԫ
10:35/3黒5:2/1（内）
ઙԫ2.5:37/4

ྑ

710 6次 "地区 4,352 ʵ 土師器 ഋ 12.7 5.6 5/12
内外面ともにઙԫᒵ
10:38/3

ྑ

711 4次 "地区 4,352 ʵ 須恵器 ഋ)֖ （11.2） 3.6 3/12ऑ փ/6/1 ៛ݎ

712 4次 "地区 4,352 ʵ 須恵器 ഋ)֖ 9.8 3 ڧ5/12
（外）փ5:4/1 （内）փ
ന5:7/1

៛ݎ

713 4次 "地区 4,352 ʵ 須恵器 ഋ) （10.1） 12 2/12
（外）փ7.5:6/1 （内）
փԫ2.5:

ೈ

714 6次 "地区 4,354 ʵ 土師器 ഋ$ 17.6 5.6 5/12 ᒵ5:36/8 ྑ

715 6次 "地区 4,354 ʵ 土師器 ᙈ （21.2） 4.4 ڧ2/12
内外面ともにઙԫᒵ
10:38/4

ྑ

716 6次 "地区 4,354 ʵ 土師器 ᙈ 12.6 13.7
ほ΅　

形

（外）にͿいᒵ5:37/4
にͿいᒵ7.5:37/4ઙ
ԫᒵ10:38/3փԫ
10:34/2（内）ઙԫᒵ
10:38/4にͿいԫᒵ
10:37/2

ྑ

717 6次 "地区 4,354 ʵ 土師器 ᙈ （10.2） （7.8） ڧ2/12
（外）にͿいԫᒵ
10:36/3（内）にͿい
ԫᒵ10:37/4

ྑ

718 6次 "地区 4,354 ʵ 須恵器 ഋ)֖ 10.5 3.2 9/12 փ/6/1 ៛ݎ
719 6次 "地区 4,354 ʵ 須恵器 ഋ)֖ 10.4 2.9 ڧ6/12 փ/5/0 ៛ݎ

720 6次 "地区 4,354 ʵ 須恵器 ഋ)֖ 9.9 3.5 6/12
内外面ともにփന
2.5:38/1・8/2

ೈ

721 6次 "地区 4,354 ʵ 須恵器 ഋ) 11.5 3.5 4/12
（外）փന5:7/1 （内）
փന10:37/1

៛ݎ
（外）ࣗ વᬵ

ண

722 6次 "地区 4,354 ʵ 須恵器 ഋ) 9.6 3.15 6/12
（外）փ/6/1 （内）փ
5:6/1

៛ݎ

723 6次 "地区 4,354 ʵ 須恵器 ഋ) 9.0 3.4 ڧ6/12 内外面ともにփ/7/0 ྑ
724 6次 "地区 4,354 ʵ 須恵器 ഋ( （9.5） 3.4 3/12 内外面ともにփ/6/0 ៛ݎ

725 6次 "地区 4,335 ʵ 土師器 ു 21.0 （6.8） 8/12
ઙԫ2.5:7/3内外面と
もに黒ൗ༗り

ྑ

726 6次 "地区 4,335 ʵ 土師器 高ഋ٭෦ ఈ10.6 （5.6） ఈ7/12 ᒵ5:36/6 ྑ
727 6次 "地区 4,335 ʵ 土師器 ࠋ （24.0） 11.7 2/12 ઙԫᒵ10:38/3 ೈ
728 6次 "地区 4,335 ʵ 土師器 ࠋ （27.8） 12.2 ڧ1/12 փന10:38/2 ややೈ
729 6次 "地区 4,335 ʵ 土師器 ࠋ （15.6） 10.3 2/12 にͿいԫᒵ10:37/3 ྑ

730 6次 "地区 4,335 ʵ 土師器 ು
38.0～
40.0

3.8 1/12Ҏ下
にͿいԫᒵ10:37/4
ᒵ7.5:37/6黒
7.5:33/1

ྑ

731 6次 "地区 4,335 ʵ 須恵器 ഋ)֖ （10.0） 3 ڧ1/12 փ/7/1 ྑ
732 6次 "地区 4,335 ʵ 須恵器 ഋ)֖ 10.2 3.2 10/12 փ/7/1 ややೈ
733 6次 "地区 4,335 ʵ 須恵器 ഋ) 9.3 3 4/12 փ/6/0 ྑ

ද̕　出土土器؍ද（古墳時代～中世）
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器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ ৭調 ম成 備　　考

734 6次 "地区 4,335 ʵ 須恵器 ഋ) 9.8 3.0 6/12ऑ փന2.5:7/1 ྑ
735 6次 "地区 4,239 ʵ 土師器 ು （37.2） 10.35 3/12ऑ ྑ
736 6次 "地区 4,239 ʵ 須恵器 ഋ) （9.4） （3.7） 3/12 փԫ2.5:6/2 ៛ݎ
737 6次 "地区 4,197 ʵ 土師器 ഋ" （17.3） 6.0 2/12 ໌赤5:35/6 ྑ

738 6次 "地区 4,197 ʵ 土師器 ̖ࡼ （22.0） 3.0
1/12　Ҏ

下
ᒵ5:36/6 ྑ

739 6次 "地区 4,197 ʵ 土師器 ̖ࡼ （22.0） 2.15 1/12 ᒵ5:36/6 ྑ

740 6次 "地区 4,197 ʵ 土師器 ᙈ （14.5） 8.75
1/12　Ҏ

下
にͿいԫᒵ10:37/3 ྑ

741 6次 "地区 4,197 ʵ 須恵器 ഋ)֖ 10.6 3.15 4/12 ҉੨փ5#3/1 ྑ
742 6次 "地区 4,197 ʵ 須恵器 ഋ(֖ （10.0） （2.0） 3/12 փന/6/0 ྑ
743 4次 "地区 4,197 ᶝ層 須恵器 ഋ( 9.2 3.2 6/12 ੨փ5#6/0 ྑ
744 4次 ̖地区 4,197 ʵ 須恵器 ഋ( （9.8） 3.35 1/12 փന/7/0 ྑ
745 4次 "地区 4,197 ʵ 須恵器 ഋ" （12.0） 3.8 1.5/12 փന/7/0 ྑ
746 6次 "地区 4,197 ʵ 須恵器 ᆵ ఈ13.6 （2.9） ఈ3/12 ੨փ51#6/1 ྑ
747 4次 "地区 4,197 ʵ 須恵器 かഋࡼ 20.6 4.2 3/12 փന/6/0 ྑ
748 4次 "地区 4116 ʵ 土師器 ࡼ 3/12

749 4次 "地区 4119 u11 須恵器 ഋ)֖ ʵ （2.5）
1/12　Ҏ

下
փന/7/1 ៛ݎ

750 4次 "地区 4129 ʵ 須恵器 ഋ)֖ （11.6） （3.1） 1.5/12
内外面ともփന
2.5:8/1

ややೈ

751 4次 "地区 4129 ʵ 須恵器 ഋ) （14.6） （2.5） 2/12 内外面ともփ5:6/1 ៛ݎ

752 4次 "地区 4150 ʵ 須恵器 ഋ#֖ 3.5 （1.4） ʵ
（外）փ/6/1 （内）փΦ
リーϒ5:5/2

៛ݎ

753 4次 "地区 4161 u8 土師器 ࡼ 2/12

754 4次 "地区 4166 ʵ 須恵器 ഋ) （1.8）
1/12　Ҏ

下
փ7.5:6/1 ៛ݎ

755 4次 "地区 4166 t9 須恵器 ᆵ ʵ （2.6） 体෦ย փ/5/0 ៛ݎ

756 4次 "地区 4166 t9 須恵器 ഋ# （3.7）
1/12　Ҏ

下
փ/6/1 ៛ݎ

757 4次 "地区 4167 ʵ 須恵器 ഋ(֖ （10.4） （2.1） 2.5/12 内外面ともփ/6/0 ៛ݎ

758 4次 "地区 4174 ʵ 須恵器 ഋ)֖ （3.3）
1/12　Ҏ

下
փ5:6/1 ៛ݎ

759 4次 "地区 41105 ʵ 須恵器 ഋ （3.0）
1/12　Ҏ

下
（外）փ/5/0 （内）փന
/7/0

៛ݎ

760 4次 "地区 41105 ʵ 土師器 手 ʵ
761 4次 "地区 41108 ʵ 須恵器 ഋ) （10.6） （2.5） 2/12 内外面ともփ/5/0 ៛ݎ

762 4次 "地区 41130 ʵ 須恵器 ഋ)֖ （2.4）
1/12　Ҏ

下
փ/5/0 ៛ݎ

763 4次 "地区 41138 ʵ 土師器 ഋ" 5/12
764 4次 "地区 41164 ʵ 須恵器 ഋ)֖ （12.0）（1.95） 1/12 փ5:6/1 ៛ݎ

765 4次 "地区 41165 ʵ 須恵器 ഋ(֖ （1.6）
1/12　Ҏ

下
փ5:6/1 ៛ݎ

766 4次 "地区 41177 ʵ 須恵器 ഋ(֖ （8.0） （2.6） 8/12 ੨փ51#5/1 ྑ

767 4次 "地区 41195 ʵ 須恵器 ഋ) （2.5）
1/12　Ҏ

下
փ5:6/1 ៛ݎ

768 4次 "地区 41332 ʵ 土師器 高ഋ٭෦ （9.2） ʵ
（外）ᒵ5:37/6（内）上
ํઙԫᒵ7.5:38/6下
ํઙԫᒵ:38/3

ྑ

769 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器 ഋ$ （9.8） （3.3） ڧ2/12 ໌赤5:35/6 ྑ

770 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器 ഋ$ （2.3）
1/12　Ҏ

下
ᒵ5:36/8 ྑ

771 4次 "地区
遺物แ
含層

R8・r8区
下層

土師器 ഋ$ （12.6） （4.3） 2.5/12
内外面ともにᒵ
5:36/6にͿいԫᒵ
10:3̓/4

ྑ

772 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ഋ$ 13.0 4 6/12 ᒵ5:36/6 ྑ

773 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́8 土師器 ഋ$ （13.0） （4.2） 1.5/12 ᒵ5:37/6 ྑ

774 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ഋ$ （13.0） 4.3 2/12 ᒵ5:36/5 ྑ

775 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 土師器 ഋ$ （15.6） （4.4） 1.5/12
内外面ともにᒵ
5:36/8

ྑ

776 4次 "地区
遺物แ
含層

t8 土師器 ഋ$ （16.8）（3.0）） ڧ1/12 ᒵ2.5:36/6 ྑ
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番号

次 調査区 遺構
層Ґ・ 
地

器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ ৭調 ম成 備　　考

777 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́8 土師器 ഋ$ （15.0） （5.2） 1.5/12 ᒵ5:36/6 ྑ

778 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ഋ$ 17.0 6 ڧ6/12 ᒵ5:36/8 ややೈ

779 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器 ഋ$ （18.0） （5.3）
1/12　Ҏ

下

（外）ᒵ2.5:36/8໌
ԫ10:37/6（内）ᒵ
5:36/6

ྑ

780 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 土師器 ഋ" （12.8） （2.8） ڧ1/12
内外面ともにᒵ
5:36/8

ྑ

781 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́8 土師器 ഋ" （13.0））（3.5） 2/12 ᒵ5:36/6 ྑ

782 4次 "地区
遺物แ
含層

R8・r8区
下層

土師器 ഋ" （2.3）
1/12　Ҏ

下
内外面ともᒵ5:36/6 ྑ

783 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ഋ" （2.1）
1/12　Ҏ

下
ᒵ7.5:36/6 ྑ

784 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器  （11.2） （2.9） ڧ1/12 ᒵ5:36/8 ྑ

785 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 土師器  17.0 （4.8） 3.5/12 ઙԫᒵ10:38/3 ྑ

786 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 土師器  13.0 （5.45） 6/12ऑ ઙԫᒵ10:3 ྑ

787 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器  （17.8）（5.05） 2/12ऑ
（外）ᒵ5:36/8ᒵ
7.5:37/6（内）ᒵ
5:36/8

ややೈ

788 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ഋ̗
（11.0） 
（ఈ෦）

（2.3） ఈ2/12 ᒵ5:36/6 ྑ

789 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 高ഋ٭෦ ʵ （6.6） ʵ ᒵ5:36/6 ྑ

790 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 土師器 ᆵかࠋ （15.0） （6.5） 1.5/12ޱ փന10:38/2 ྑ

791 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 手 ʵ ໌赤5:35/6 ྑ

792 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器 ࠋ ʵ ʵ のみࢅ
（શ体）ઙԫᒵ
10:38/4（一෦）黒
/1.5/0

ྑ

793 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́8 土師器 ು （33.2）（5.25） ڧ1/12
内外面ともઙԫᒵ
10:38/4

ྑ

794 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器 ು ʵ （2.5）
1/12　Ҏ

下

内外面ともにᒵ
2:36/6ઙԫᒵ
7.5:38/4ᒵ7.5:38/6

ྑ

795 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ยޱು 28.0 11 6/12
փന2.5:8/2҉փԫ
2.5:5/2

ྑ

796 6次 "地区 島畑31 w9 土師器 ᙈ （12.2） （3.8） 2.5/12 ᒵ7.5:37/6 ྑ

797 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ᙈ （12.0） 8.5 1/12 にͿいԫᒵ10:37/3 ྑ

798 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器 ᙈ （14.8）（10.4） 2.5/12
（外）ઙԫᒵ10:38/3
（内）փന10:38/2

ྑ

799 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ᙈ （17.5） 14.7 2/12 にͿいԫᒵ10:37/3 ྑ

800 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ᙈ 18.6 （5.1） ڧ3/12 ઙԫ2.5:7/3 ྑ

801 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ᙈ （19.0） 7.5 3/12
փന10:38/2ԫ
10:35/2

ྑ

802 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 土師器 ᙈ （2.7）
1/12　Ҏ

下
（外）ઙԫᒵ10:38/3
（内）փന10:38/2

ྑ

803 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ᙈ 19.7 6.0 5.5/12 փന10:38/2 ྑ

804 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ᙈ （23.6） 7.7 1.5/12 փന10:38/2 ྑ

805 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ)֖ （3.2）
1/12　Ҏ

下
փന2.5̮8/1 ೈ

806 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ)֖ 11.9 3.7 6/12 փന/7/0 ྑ
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次 調査区 遺構
層Ґ・ 
地

器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ ৭調 ম成 備　　考

807 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ)֖ （12.0） （3.4） 1/12
（外）փ/4/0（内）փ
/6/0

៛ݎ

808 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ഋ)֖ （12.0） （3.3） ڧ1/12 փ/5/ ྑ

809 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ഋ)֖ （12.0）（3.35） 2/12
（外）փ/5/0（内）փ
/6/0

៛ݎ

810 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ)֖ 10.5 3.5 形 փന/8/0 ྑ

811 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ)֖ （10.8） （3.0） 2.5/12 փ10:5/1 ៛ݎ

812 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ഋ)֖ 10.4 （3.5） 4/12 փ5:6/1 ៛ݎ

813 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ)֖ （10.2） （3.4） 3/12
（外）փ/5/0・6/0（内）
փ/6/0

៛ݎ

814 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ)֖ 10.6 3.6 9/12 内外面ともփ/7/0 ៛ݎ

815 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ)֖ 10.3 4.0 ほ΅形 փന/8/0 ややೈ

816 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ)֖ 10.3 3.6 ڧ11/12 փ/6/0 ៛ݎ

817 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ)֖ 9.9 3.9 10/12 փന10:37/1 ྑ

818 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ)֖ 9.9 3.4 6/12 内外面ともփ/6/0 ៛ݎ

819 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ)֖ （10.1） （3.2） 1/12 փന2.5̮7/1 ៛ݎ

820 4次 "地区
遺物แ
含層

T9 須恵器 ഋ)֖ （9.4） （3.5） 2/12 փ/6/0 ៛ݎ

821 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ) 11.6 （2.8） ڧ3/12 փ5:6/1 ៛ݎ

822 4次 "地区
遺物แ
含層

t8 須恵器 ഋ) （10.8） （3.2） 1.5/12 փ/5/～҉փ/3/ ྑ

823 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ) 10.2 3.3 6.5/12 փന/7/0 ྑ

824 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ) 10.0 （3.8） 4/12 փ5:6/1 ៛ݎ

825 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́8 須恵器 ഋ) （9.8） 2.3 3/12 փന/7/ ྑ

826 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ഋ) （9.6） （2.05） 2.5/12 内外面ともにփ/6/0 ៛ݎ

827 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ) 9.5 2.95 5/12 փന5:8/1 ྑ

828 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ) 9.3 3.1 9/12 փന/7/0 ྑ

829 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ) 9.3 3.3 ほ΅形 փന/7/0 ྑ

830 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ) （9.8） （4.6） 2.5/12 փ10:36/1 ྑ

831 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ) 9.4 3.3 8/12 փന5:7/1 ྑ

832 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ) 9.1 3.25 ほ΅形 փന2.5:7/1 ྑ

833 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ) 9.3 3.0 形
（外）փ/6/0 （内）փന
/7/0

ややೈ

834 4次 "地区
遺物แ
含層

t8 須恵器 ഋ(֖ （8.0） （2.3） 3/12ऑ
（外）փ/6/（内）փന
/7/

ྑ

835 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ(֖ （10.8） （1.7） 3/12 փ/5/1 ៛ݎ

836 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ(֖ （12.5）（1.75） ڧ1/12 փ/6/0 ៛ݎ

837 4次 "地区
遺物แ
含層

t8 須恵器 ഋ( （3.5） 1/12Ҏ下 内外面ともփന ྑ

838 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́8 須恵器 ഋ( （9.9） （3.25） 2/12
（外）փ/7/～փ/6/
（内）փന/7/

ྑ
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次 調査区 遺構
層Ґ・ 
地

器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ ৭調 ম成 備　　考

839 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ( （10.4） （3.4） 1/12
（外）փ5:6/1（内）փന
/7/

ྑ

840 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ" （3.6） 1/12Ҏ下
内外面ともփന
2.5:8/1փԫ2.5:7/2

ೈ

841 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ഋ （3.0） 1/12ऑ փ/6/ ྑ

842 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ （14.9） （3.6） ڧ1/12
փ/6/1とΦリーϒփ
2.5(:6/1の中間৭

ྑ

843 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ഋ̗֖ （1.1） 1/12Ҏ下 փ7.5:6/1 ៛ݎ

844 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ#
（9.7） 

（ఈ෦）
（2.0） 3/12

（外）փ7.5:6/1～փ
ന7.5:8/1（内）փ
7.5:6/1

や～ྑ
やೈ

845 4次 "地区 4%04 下層 須恵器 ഋ#
（11.2） 
（ఈ෦）

（2.6） ఈ2/12ऑ փԫ2.5:7/2 ៛ݎ

846 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ഋ# （1.7） 1/12Ҏ下 փ/6/ ྑ

847 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ#
（14.8） 

9.7 
（ఈ෦）

4.2
1/12 

ఈଘ
փന/6/0 ྑ

848 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器  ʵ （4.7） 1/12Ҏ下
（外）փ5:5/1（内）փന
5:8/1

ೈ

849 4次 "地区
遺物แ
含層

t8 須恵器 ᆵ （9.7） （5.1） 2/12 （外）փ/4/（内）փ/6/ ྑ

850 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́8 須恵器 ᆵ ʵ ʵ ʵ
（外）փന5:7/1（内）փ
ന/7/1

៛ݎ

851 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ᆵ
（12.0） 
（ఈ෦）

（2.5） 2/12 փന/7/～փ/4/ ྑ

852 6次 "地区 島畑31 w9 須恵器 高ഋ٭෦ ʵ ʵ ʵ
（外）փ/5/0（内）փ
/6/0

៛ݎ

853 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́8 須恵器 ఏළ 5.35 （7.1） ڧ4/12 փ7.5:6/1

854 4次 "地区
遺物แ
含層

̈́9 上層 須恵器 ఏළ ʵ ʵ ʵ
（外）փന/7/0（内）փ
/6/0

៛ݎ

855 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ᙈかԣළ （14.4）（4.65） ڧ2/12
内外面ともにփന
2.5:8/1୶ԫ2.5:8/3

ೈ

856 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ᆵ 9.0 （6.8） 3.5/12
（外）փԫ2.5:7/2黒
փԫ（内）2.5:3/1
2.5:7/2

៛ݎ

857 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 平ළ
4.5 

（ᰍ෦）
7.1 体෦ଘ փന/7/0とփ6/0の間 ྑ

858 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ു̖ （20.0） （4.7） ڧ1/12 փ/5/0 ៛ݎ

859 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ᙈかᆵ （22.2） （2.5） 1/12
（外）໌ 赤5:35/6
（内）փന2.5:8/2

ྑ

860 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ᙈかᆵ （16.6） （3.1） 1.5/12 փ/6/1 ៛ݎ

861 4次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ᙈかᆵ （19.6） 3.8 2/12 փന/7/0 ྑ

862 4次 "地区
遺物แ
含層

u8 須恵器 ᙈかᆵ （23.8） （4.4） 2.5/12ऑ փ/6/1 ៛ݎ

863 4次 "地区
遺物แ
含層

w12上層 土師器 ഋ̘ （15.0）（4.75） 3/12 ᒵ5:36/6 ྑ

864 4次 "地区 島畑32 下層 土師器 ࡼ （1.9） 1/12Ҏ下 ᒵ2.5:36/8 ྑ

865 6次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 土師器 ᙈ 3/12 փന/7/0

866 4次 "地区 島畑32 下層 須恵器 ഋ)֖ （10.4） （2.9） 2/12ޱ փ/6/0 ៛ݎ

867 6次 "地区
遺物แ
含層

ʵ 須恵器 ഋ̜ （9.0） （3.5） 1.5/12 փന2.5:7/1 ྑ

868 4次 "地区 島畑32 下層 須恵器 ᙈ （2.0） 1/12Ҏ下
内外面ともփ/5/0黒
/1.5/0

៛ݎ

869 １次 ̗地区 4,17 土師器 ഋ" （15.8）（14.5） 1/12 ᒵ5:36/6 ྑ
870 １次 ̗地区 4,17 下層 土師器 ഋ̘ （18.2） （4.5） 2/12 にͿいᒵ7.5:37/4 ややೈ
871 １次 ̗地区 4,17 土師器 ഋ （18.35）（4.2） 1/12ऑ ᒵ7.5:36/6 ៛ݎ
872 １次 ̗地区 4,17 土師器 ഋ" （10.8） 2.9 2/12ऑ ᒵ5:37/6 ྑ
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873 １次 ̗地区 4,17 土師器 ഋ̘ （11.8） （2.4） 1/12 ᒵ5:36/6 ྑ
874 １次 ̗地区 4,17 下層 土師器 ഋ̘ （14.0） （2.3） 3/12 ᒵ7.5:36/6 ྑ
875 １次 ̗地区 4,17 土師器 ഋ̘ （14.8） （2.0） 1/12 ᒵ5:36/6 ྑ
876 １次 ̗地区 4,17 土師器 ഋ （11.2） 2.2 2/12 にͿいᒵ7.5:37/4 ྑ

878 １次 ̗地区 4,17 土師器 ഋ （11.8） （2.8） 2/12

（外）ᒵ7.5:37/6に
Ϳいԫᒵ10:3̓/2

（内）փ/4/0にͿいᒵ
5:36/4

ྑ

879 １次 ̗地区 4,17 土師器 ࡼ （15.2） 3.0 3/12 にͿいᒵ5:36/4 ྑ
880 １次 ̗地区 4,17 土師器 ࡼ （20.8） （3.0） 1/12ऑ ᒵ5:36/6 ྑ
881 １次 ̗地区 4,17 土師器 ᙈ （17.8） （4.4） 1/12 にͿいԫᒵ10:37/2 ྑ
882 １次 ̗地区 4,17 土師器 ᙈ （16.8）（13.2） 1/12 にͿいᒵ10:37/4 ྑ
883 １次 ̗地区 4,17 土師器 ᙈ （13.2）（10.3） 1/12 にͿいԫᒵ10:37/2 ྑ
884 １次 ̗地区 4,17 下層 土師器 ᙈ 21.3 11.3 8/12 にͿいԫᒵ10:37/3 ྑ
885 １次 ̗地区 4,17 土師器 ᙈ 6/12 ྑ

886 １次 ̗地区 4,17 土師器 ࠋ ఈ15.3 （5.0）
ఈ5/12 
�2/12

փԫ2.5:7/2 ྑ

887 １次 ̗地区 4,17 下層 須恵器 ഋ)֖ 10.4 4.0 6/12ޱ փന/7/0 ៛ݎ

888 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ)֖ （10.8） 3.7
ఱ井ほ΅

શ 
2/12ޱ

փ/6/0 ៛ݎ

889 １次 ̗地区 4,17 下層 須恵器 ഋ)֖ 3.3 3.3
 ڧ3/12ޱ
શ体6/12

փന/7/ ྑ

890 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ)֖ 11.0 （2.8） ڧ3/12
（外）փ/5（内）փന
2.5:8/1

ややೈ

891 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ)֖ （12.2） 3.0 2.5/12 փന5:8/1 ྑ
892 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ)֖ （11.3） 3.25 3/12 փ/6/ ៛ݎ
893 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ̝ （13.15）（3.0） ڧ2/12 （外）փ/5（内）փ/6/5 ៛ݎ
894 １次 ̗地区 4,17 下層 須恵器 ഋ̝ （13.3） （3.0） 2/12ऑ փ/7/0 ྑ

895 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ̝ （12.8） （3.1）
1/12　　

Ҏ下
փ/5/ ៛ݎ

896 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ) （10.2） 2.9 2/12 ੨փ51#5/1 ྑ
897 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ) （11.7） 3.0 1/12 փ/5 ៛ݎ

898 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ) （9.2） （2.5） 1.5/12
（外）փന/5/ （内）փ
ന/8/

៛ݎ

899 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ(֖ 10.7 2.5 ڧ11/12
（外）փ/5/0～6/0 
（内）փ/6/0

៛ݎ

900 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ(֖ 11.1 （2.2） 6/12ऑ
（外）փ/6/0（内）໌ ੨
փ516/1

៛ݎ

901 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ( 8.8 3.6 ڧ9/12
（外）փ/4/0～6/0 
（内）փ/6/0

៛ݎ

902 １次 ̗地区 4,17 下層 須恵器 ഋ( 9.2 3.5 5/12 փന/7/0 ៛ݎ
903 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ( （8.1） 3 1/12 փ/7/0 ៛ݎ

904 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ( 9.2 3.2 4/12
（外）փ/4/0փന/7/0 
（内）փന/7/0

៛ݎ

905 １次 ̗地区 4,17 下層 須恵器 ഋ( 8.8 3.0 4/12
（外）փ/4/0（内）փ
/6/0

៛ݎ ࣗવᬵண

906 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ̖か̜ 11.0 4.0 ڧ6/12 ᒵ7.5:36/6 ややೈ
907 １次 ̗地区 4,17 須恵器 高ഋ （11.0） 3.2 3/12 փ/5/0～6/0 ៛ݎ
908 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ#֖ （16.8） （3.5） 3/12 փ/6/1 ៛ݎ
909 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ#֖ 17.0 2.4 9/12 փന/7/ ྑ
910 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ#֖ （14.4） （3.2） ڧ1/12 （外）փ/5（内）փ/6 ៛ݎ
911 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ 14.2 （3.4） 6.5/12 փ/6/1 ៛ݎ
912 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ഋ （13.0） （3.8） 2/12 փ/7/0 ៛ݎ

913 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ᆵఈ෦
（9.8） 

（ఈ෦）
（1.5） 3/12 փന2.5̮8/2 ೈ

914 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ᆵ （6.9） ᰍ3/12ڧ փ/6/1 ៛ݎ
915 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ԁ面ݛ （17.7） （1.4） 1.5/12 փ7.5:6/1 ៛ݎ
916 １次 ̗地区 4,17 下層 須恵器 高ഋ֖ （21.0） 4.7 2/12 փന5:7/1 ៛ݎ

917 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ᙈかᆵ 19.6 （4.4） ڧ3/12
（外）໌ փ5:37/1
（内）փന10:7/1

៛ݎ

918 １次 ̗地区 4,17 須恵器 ᙈかᆵ （24.8） （3.0） 1/12ऑ փന/7/ ៛ݎ
919 １次 ̗地区 4%16 土師器 ു （25.0） （9.2） 2/12 にͿいԫᒵ10:37/3 ྑ

920 １次 ̗地区
4%16・
4,17

須恵器 ഋ̝ 13.4 3.7 5/12 /6/0 ៛ݎ

921 １次 ̗地区 4%16 須恵器 ഋ( 9.7 3 8/12 /7/0 ៛ݎ
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報告
番号

次 調査区 遺構
層Ґ・ 
地

器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ ৭調 ম成 備　　考

922 １次 ̗地区 4%16 須恵器 ഋ( 11.5 3.6 6/12ऑ
（外）ఈ7.5:4/1（内）
ఈ7.5:4/1（内外）ޱ
2.5:34/4

៛ݎ

923 １次 ̗地区 4%16 須恵器 ഋ#֖ （16.4） （2.6） ڧ1/12 փ/5/0 ៛ݎ
断面は
7.5:35/2

924 １次 ̗地区 4%16 須恵器 ഋ#֖ （17.4） 1.8 2/12ऑ （外）փ/5（内）փ/6 ៛ݎ
925 １次 ̗地区 4%16 須恵器 ഋ#֖ （17.5） （1.7） 2/12 （外）փ/5（内）փ/6 ៛ݎ

926 １次 ̗地区
4%16・
4,17

須恵器 ഋ#
14.7　
　　ఈ
11.6

3.8 3/12 փ/6/0 ྑ

927 １次 ̗地区 4%16 須恵器 ഋ# ఈ10.0 （2.8） 4/12
（外）փന5:8/1（内）փ
ന5:7/1

ややೈ

928 １次 ̗地区 4%16 須恵器 ᙈ （28.8） （5.7） ڧ1/12
（外）փ/6/0～7/0（内）
փ/7/0～8/0

៛ݎ

929 １次 ̗地区 4,19 須恵器 ഋ 13.9 （3.9） 2/12 փ/6/1 ៛ݎ
930 １次 ̗地区 4,19 須恵器 ഋ 13.0 3.8 9/12 փ/6/1 ៛ݎ
931 １次 ̗地区 4,19 須恵器 ᆵ 体19.2 （9.9） ఈ12/12 փന5:8/1 ྑ

932 １次 ̗地区 43層 土師器 ഋかࡼ （16.0） （2.4） 1/12

（外）にͿいԫ
ᒵ10:37/3～ᒵ
7.5:36/6（内）ᒵ
5:36/6

ややೈ

933 １次 ̗地区 43層 土師器 ഋかࡼ （16.2） （2.8） 1.5/12 ᒵ5:36/6 ややೈ

934 １次 ̗地区
40層・43

層
土師器 ᙈ （17.4） 8.0 1/12ऑ փന2.5:38/1 ྑ

935 １次 ̗地区 43層 土師器 ᙈ （20.6） （6.6） 1/12 ઙԫ2.5:37/3 ྑ

936 １次 ̗地区
40層・43

層
土師器 ᙈ （26.2） 3.7 1/12 にͿいԫᒵ10:37/2 ྑ

937 １次 ̗地区 43層 土師器 長ᙈ （27.6） （5.0） 1.5/12 ઙԫᒵ10:38/3 ྑ

938 １次 ̗地区
40層・43

層
土師器 ು （39.0） （6.5） 1/12

（外）ઙԫᒵ10:38/3
～7/3（内）ઙԫᒵ
10:38/3

ྑ
ഗண෦

（外）փԫ
10:35/2

939 １次 ̗地区 43層 土製品 土
փന10:38/2（෦త
にԫ10:35/3）

ྑ

940 １次 ̗地区 43層 土製品 土 փന2.5̮8/2 ྑ

941 １次 ̗地区 43層 土製品 土 形
փ10:38/2にͿいԫ
ᒵ10:3̓/4

ྑ

942 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ֖ （15.2） （4.0） 3/12ऑ փ/6/0 ៛ݎ
943 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ)֖ （12.2） 3.3 ڧ1/12 փ/4/0 ៛ݎ
944 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ （12.8） （4.3） 1.5/12 փ/6/0 ៛ݎ
945 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ 14.1 （3.9） 5/12 փ/6/0 ៛ݎ

946 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ 14.0 （4.2） 6/12
փ5:6/1と/6/0の中
間৭

៛ݎ

947 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ ʵ （3.3） ड1.5/12
փന7.5:7/1と/7/0の
ࠞ߹৭

៛ݎ

948 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ 15.0 （3.8） 4/12 փ/6/0 ៛ݎ
949 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ （13.0） 3.4 1.5/12 փന5:7/1 ៛ݎ
950 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ) （12.4） 3.8 3/12 փ/7/0 ៛ݎ
951 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ) （11.8） （3.6） 3/12 փ/6/1 ៛ݎ

952 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ) （10.5） （3.9） ڧ2/12 փ/6/1 ៛ݎ
҉փ
7.5(:4/1のࣗ
વᬵண

953 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ) 13.4 4.3 ڧ6/12 փ/7/0 ៛ݎ
954 １次 ̗地区 43層 須恵器 ഋ#֖ （19.0） （1.8） 1.5/12 փ/6/0 ៛ݎ

955 １次 ̗地区
40層・43

層
須恵器 ഋ#֖ ʵ 2

 
1/12　　
　Ҏ下

փ/7/0 ៛ݎ

956 １次 ̗地区
40層・43

層
須恵器 ഋ# （14.8） 4.3 ఈ12/12

（外）փ/5/0（内）փ
/6/0

៛ݎ

957 １次 ̗地区
40層・43

層
須恵器 ᆵかఅළ 8.6 （5） 12/12

（外）փ/3/0（内）փ
/5/0

៛ݎ

958 １次 ̗地区
40層・43

層
須恵器

అළか平
ළ

5.3 （4.0） 11/12 փ/6/0 ៛ݎ

959 １次 ̗地区 43層 須恵器 高ഋ٭෦ （4.8） （5.7） 3/12 փ/5/0 ៛ݎ

960 １次 ̗地区 43層 須恵器 ു̛
8.8 

（ఈ෦）
（5.7） ఈଘ ៛ݎ
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番号

次 調査区 遺構
層Ґ・ 
地

器種 器形 ܘޱ 器高 ଘ ৭調 ম成 備　　考

961 １次 ̗地区 43層 須恵器 ᆵ 13.2 （3.8） ڧ4/12
（外）փ/7/0（内）փ
/4/0

៛ݎ

962 １次 ̗地区 42層 須恵器 ഋ) 10.2 3.5 11/12 փ/5/0 ྑ
963 １次 ̗地区 42層 須恵器 ᙈ （16.0） （8.4） 2/12 փ/6 ៛ݎ

964 １次 ̗地区 42層 須恵器 ԣළ 10.8 （12.7） 5/12
（外）փ/5/0（内）փ
/6/0

៛ݎ

965 １次 ̗地区 40層 須恵器 ྏ （18.8） （5.4）
1/12　　

Ҏ下
փന10̮7/1 ややೈ

966 １次 ̗地区 40層 須恵器 %ࡼ （21.2） 2.7
1/12　　

Ҏ下
（外）փ/6/0（内）փ
/7/0

៛ݎ

967 １次 ̗地区 36層 須恵器 ഋ# （10.4） （1.3） 3/12 փ/7/0 ៛ݎ
968 １次 ̗地区 36層 須恵器 ു （30.8） （4.6） 1/12ޱ փ5̮6/1 ៛ݎ

969 １次 ̗地区 35層 須恵器 ഋ （14.8） 4.5 1.5/12 փന2.5̮7/1 ྑ
（外）ԫփ
2.5:6/1の෦
もݟられる

970 １次 ̗地区 35層 須恵器 ഋ̝֖ （11.8） 3.3 1/12 փ/7/0 ៛ݎ
971 １次 ̗地区 35層 須恵器 ᆵ （11.6） （7.2） 2/12 փന5̮7/1 ៛ݎ
972 １次 ̗地区 ʕ 須恵器 ഋ̗ ʕ ʕ ʕ ʕ ៛ݎ
973 １次 ̗地区 ʕ փᬵಃ器  ʕ ʕ ʕ ʕ ៛ݎ
974 １次 ̗地区 ʕ 土師器 ഋ$ 11.7 2.9 4.5/12 ᒵ7.5:36/6 ྑ

975 １次 ̗地区 4%02 南 須恵器 ᆵ
（13.3） 
（ఈ෦）

（2.4） ఈ1.5/12 փന/7/0 ៛ݎ

976 １次 ̗地区
北 
ᶛ層

須恵器 ഋ̖ （15.8） 4.4 2/12 փ/5/0 ៛ݎ

977 １次 ̗地区 ʕ 須恵器 ￼
体࠷大
11.4ܘ

（7.3） 体6/12 փ/6/1 ྑ

978 １次 ̗地区
南 
4,17

須恵器 ᙈ （17.0） （6.6） 1/12 փ/5/0 ៛ݎ

979 １次 ̗地区 南 須恵器 ᙈ （34.6） （3.6）
1/12　　

Ҏ下
փന2.5̮7/1 ៛ݎ

980 １次 ̗地区 ʕ 須恵器 ഋ) 10.6 4.3 7/12
੨փ51#6/1と໌੨փ
51#7/1の中間৭

៛ݎ



ਤ ɹ ɹ ɹ ൛



ਤ൛第 1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

調査地શܠ（̖～̘地区、北西から）



ਤ൛第 �ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

調査地શܠ（̖～̘地区、南西から）



ਤ൛第 3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ ・̗地区શܠ（北から）

（2）̖ ・̗地区શܠ（西から）



ਤ൛第 �ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区શܠ（西から）

（2）̗ 地区શܠ（上が南）



ਤ൛第 �ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区上層遺構શܠ（北から）

（2）̖ 地区中層遺構面遺構検出ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 �ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区島畑31護岸杭ྻ検出ঢ়گ
（南西から）

（2）̖ 地区島畑32土層断面
（南から）

（3）̖ 地区調査区西น土層断面
（東から）



ਤ൛第 7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区中層遺構面（東෦）શܠ（北から）

（2）̖ 地区中層遺構面（西෦）શܠ（北から）



ਤ൛第 �ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区中層遺構面શܠ（北から）

（2）̖ 地区中層遺構面中ԝ෦柱穴検出ঢ়گ（南東から）



ਤ൛第 �ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区中層遺構面北東෦柱穴掘ঢ়گ（北西から）

（2）̖ 地区中層遺構面中ԝ෦柱穴掘ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 1�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区中層遺構面北西෦柱穴
（北西から）گ掘ঢ়

（2）̖ 地区中層遺構面北東෦柱穴
（北西から）گ掘ঢ়

（3）̖ 地区中層遺構面中ԝ෦柱穴
（北東から）گ掘ঢ়



ਤ൛第 11ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区土坑̨̠239શܠ
（西から）

（2）̖ 地区土坑̨̠235遺物
出土ঢ়گ（北西から）

（3）̖ 地区土坑̨̠197掘削ۀ࡞



ਤ൛第 1�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区土坑̨̠197શܠ
（南西から）

（2）̖ 地区土坑̨̠335上層遺物
出土ঢ়گ（東から）

（3）̖ 地区土坑̨̠335下層遺物
出土ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 13ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区井戸̨̚112上層遺物出土ঢ়گ（北東から）

（2）̖ 地区井戸̨̚112下層遺物出土ঢ়گ（南東から）



ਤ൛第 1�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区井戸̨̚112下層遺物出土ঢ়گ（南東から）

（2）̖ 地区井戸̨̚112掘ঢ়گ（南東から）



ਤ൛第 1�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区̨̚112検出ঢ়گ
（北東から）

（2）"地区̨̚112࠷上層掘削ঢ়گ
（北東から）

（3）̖ 地区̨̚112上層土層断面
（北西から）



ਤ൛第 1�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区̨̚112上層土層断面
（南東から）

（2）̖ 地区̨̚112上層遺物
出土ঢ়گ（南東から）

（3）̖ 地区̨̚112中層遺物
出土ঢ়گ（南西から）



ਤ൛第 17ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区̨̚112中層遺物
出土ঢ়گ（南東から）

（2）̖ 地区井戸̨̚112下層遺物
出土ঢ়گ（北西から）

（3）̖ 地区井戸̨̚112下層遺物
出土ঢ়گ（西から）



ਤ൛第 1�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区井戸̨̚112井戸શܠ
（南東から）

（2）̖ 地区井戸̨̚112井戸
෮ݩঢ়گ（南東から）

（3）̖ 地区井戸̨̚112掘形
ፊঢ়گ（南東から）



ਤ൛第 1�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥26土層断面
（東から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥94土層断面
（北から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥317土層断面
（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥150土層断面
（西から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥170土層断面
（南から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥119土層断面
（南から）



ਤ൛第 �1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥152土層断面
（南から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥166土層断面
（東から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥159土層断面
（東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥158土層断面
（西から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥190土層断面
（南から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥156土層断面
（東から）



ਤ൛第 �3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥195土層断面
（西から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥198土層断面
（南から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥204土層断面
（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥172土層断面
（東から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥232土層断面
（西から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥233土層断面
（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥246土層断面
（南から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥67土層断面
（南から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥103土層断面
（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥126土層断面
（東から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥235土層断面
（西から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥294土層断面
（西から）



ਤ൛第 �7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥248土層断面
（南から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥250土層断面
（南から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥251土層断面
（北から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥256土層断面
（西から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥260土層断面
（南から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥300土層断面
（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥296土層断面
（南から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥289土層断面
（南から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥319土層断面
（南から）



ਤ൛第 3�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区柱穴̨̥309土層断面
（北から）

（2）̖ 地区柱穴̨̥330土層断面
（東から）

（3）̖ 地区柱穴̨̥337土層断面
（北から）



ਤ൛第 31ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区ۀ࡞෩ܠશܠ（南東から）

（2）̖ 地区柱穴掘削ۀ࡞෩ܠ
（南東から）

（3）̖ 地区遺構平面ਤ࡞成ۀ࡞෩ܠ
（西から）



ਤ൛第 3�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区溝̨̙349・350શܠ（北西から）

（2）̖ 地区溝̨̙349・350（東෦）શܠ（北から）



ਤ൛第 33ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区̨̙349・350掘ঢ়گ
（南東から）

（2）̖ 地区̨̙349遺物出土ঢ়گ
（北から）

（3）̖ 地区̨̙349遺物出土ঢ়گ
（北西から）



ਤ൛第 3�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区̨̙349遺物出土ঢ়گ
（北東から）

（2）̖ 地区̨̙350aʵa�土層断面
（北西から）

（3）̖ 地区̨̙350bʵb�土層断面
（南東から）



ਤ൛第 3�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̖ 地区̨̙351શܠ（南東から）

（2）̖ 地区̨̙351aʵa�土層断面
（南東から）

（3）̖ 地区̨̙351dʵd�土層断面
（南東から）



ਤ൛第 3�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区島畑34・35શܠ（南東から）

（2）̗ 地区島畑34ૉ掘り溝検出ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 37ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区東น土層断面（南西から）

（2）̗ 地区東น土層断面（西から）



ਤ൛第 3�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区島畑35検出ঢ়گ（南から）

（2）̗ 地区島畑34検出ঢ়گ（南から）

（3）̗ 地区島畑34護岸検出ঢ়گ
　  （南西から）



ਤ൛第 3�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区溝ঢ়遺構̨̙02土層断面
（南から）

（2）̗ 地区島畑34西岸護岸杭ྻ断面
（西から）

（3）̗ 地区島畑35南෦ૉ掘り溝
検出ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区溝̨̙16・土坑̨̠17શܠ（東から）

（2）̗ 地区中層遺構面શܠ（南から）



ਤ൛第 �1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区土坑̨̠17શܠ
（南東から）

（2）̗ 地区溝̨̙16શܠ（東から）

（3）̗ 地区土坑̨̠38遺物出土ঢ়گ
（東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区島畑33土層断面
（南東から）

（2）̗ 地区島畑33土層断面（南から）

（3）̗ 地区島畑33土層断面
　（北東から）



ਤ൛第 �3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区下層遺構面શܠ（東から）

（2）̗ 地区溝̨̙22検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区溝̨̙22土層断面
（西から）

（2）̗ 地区土器溜まり̨̭34遺物
出土ঢ়گ（東から）

（3）̗ 地区土坑̨̠49土層断面
（東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

̗地区̨̙22શܠ（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

̗地区̨̙22護岸ࡐ検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 �7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22શܠ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22中ԝ෦検出ঢ়گ（北西から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦上層ʼ（北西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面̎南෦上層ʼ（南東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦上層ʼ（東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１南෦護岸̙ࡐ検出ঢ়گʼ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３中ԝʼ（東から）



ਤ൛第 �1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22西น土層断面
ʻ北෦ʼ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22西น土層断面
ʻ南෦ʼ（東から）

（3）̗ 地区̨̙22西น土層断面
ʻ南෦ʼ（東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面１南෦ʼ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面１南෦ݞ෦ʼ（西から）

（3）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面１南෦下層ʼ（西から）



ਤ൛第 �3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22　４区古墳時代中期溝検出ঢ়گ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３（古墳時代中期）̓（南東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３（古墳時代中期）̓（東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３須恵器出土ঢ়گ （̓東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ （̓北東から）

（2）̗ 地区̨̙22 ４区下層検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３中ԝ下層（古墳時代前期）̓（東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３中ԝ下層（古墳時代前期層Ґෆ߹面）̓（東から）



ਤ൛第 �7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面
１南෦断ちׂり遺物出土ঢ়گʼ

（西から）

（2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭23
東෦土器出土ঢ়گ（東から）

（3）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭23
東෦土器出土ঢ়گ（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭23
出土ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭23
出土ঢ়گ（上が南）

（3）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭24
出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭25
出土ঢ়گ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭29
出土ঢ়گ（東から）

（3）̗ 地区̨̙22下層土器出土ঢ়گ
（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51検出ঢ়گ（北東から）

（2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51検出ঢ়گ（南東から）



ਤ൛第 �1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51検出ঢ়گ（北西から）

（2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51土器出土ঢ়گ（北西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51
検出ঢ়گ（北西から）

（2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51
土器出土ঢ়گ（北西から）

（3）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51
土器出土ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 �3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51
上層土器出土ঢ়گ（北から）

（2）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51
上層土器出土ঢ়گ（南から）

（3）̗ 地区̨̙22土器溜まり̨̭51
下層土器出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22東น断面（西から）

（2）̗ 地区̨̙22東น中ԝ断面ʻ水੍遺構̨̬61杭検出ঢ়گʼ（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ４区下層検出ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22 ４区下層検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬61検出ঢ়گ（南から）

（2）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬61検出ঢ়گ（北西から）



ਤ൛第 �7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬61
東น杭検出ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬61
東น断ちׂり（南西から）

（3）̗ 地区̨̙22東෦検出ঢ়گ
（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 １区下層検出ঢ়گ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22 １区下層検出ঢ়گ（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 １区護岸̖ࡐ・̙検出ঢ়گ（北西から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１北෦ （̓西から）



ਤ൛第 7�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面̎ （̓北西から）

（2）̗ 地区̨̙22 ̎区下層検出ঢ়گ（北西から）



ਤ൛第 71ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22中ԝ南෦検出ঢ়گ
（北東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面̎中ԝ （̓東から）

（3）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面 （̎土層αンϓリンά）̓

（南東から）



ਤ൛第 7�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 水੍遺構̨̬69
検出ঢ়گ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22 １区中ԝ下層
検出ঢ়گ（西から）

（3）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬55
検出ঢ়گ（西から）



ਤ൛第 73ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22水੍遺構̨̬55検出ঢ়گ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22大形護岸̗ࡐ検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 7�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ３区下層遺物
出土ঢ়گ（北東から）

（2）̗ 地区̨̙22 ３区下層遺物
出土ঢ়گ（東から）

（3）̗ 地区̨̙22 ３区下層遺物
出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 7�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 １区下層遺物
出土ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22 １区下層土器
（ᆵ）出土ঢ়گ（上が西）

（3）̗ 地区̨̙22 ̎区下層土器
（ᙈ）出土ঢ়گ（上が西）



ਤ൛第 7�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ３区下層土器
（ᙈ）出土ঢ়گ（上が南）

（2）̗ 地区̨̙22 ３区下層土器
（ᙈ）出土ঢ়گ（北から）

（3）̗ 地区̨̙22 ４区下層土器
（ᆵ）出土ঢ়گ（北東から）



ਤ൛第 77ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ３区下層
ʻᶜ層ʼ遺物（ᆵ）出土ঢ়گ

（北から）

（2）̗ 地区̨̙22 １区下層遺物
（ᙈ）出土ঢ়گ（東から）

（3）̗ 地区̨̙22 ̎区下層遺物
（ᆵ）出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 7�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ４区下層ʻᶜ層
下層ʼ土器出土ঢ়گ（北西から）

（2）̗ 地区̨̙22 ４区下層ʻᶜ層
下層ʼ遺物（ᙈ）出土ঢ়گ

（北東から）

（3）̗ 地区̨̙22 ４区下層ʻᶜ層
下層ʼ遺物（ᙈ）出土ঢ়گ

（北西から）



ਤ൛第 7�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̨ ̙22 ̨̭51木製品（టআ͚・
舟形木製品）出土ঢ়گ（南から）

（2）̨ ̙22 ̨̭51木製品（టআ͚）
出土ঢ়گ（南から）

（3）̨ ̙22 ̨̭51木製品（舟形木製
品）出土ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̨ ̙22 ̨̭51木製品
（北から）گ出土ঢ়（܃ฑຢۂ）

（2）̨ ̙22下層木製品
（南から）گ出土ঢ়（܃ฑຢۂ）

（3）̨ ̙22下層木製品
（టআ͚）出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 �1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̨ ̙22下層木製品（ᓄ）出土ঢ়گ
（北から）

（2）̨ ̙22下層木製品（൫）出土ঢ়گ
（北東から）

（3）̨ ̙22下層木製品（൫）出土ঢ়گ
（北から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̨ ̙22下層木製品（૧）出土ঢ়گ
（北から）

（2）̨ ̙22下層木製品（૧）出土ঢ়گ
（南から）

（3）̨ ̙22下層木製品（Ҝ子٭෦）
出土ঢ়گ（西から）



ਤ൛第 �3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̨ ̙22下層木製品（建ங෦ࡐ）
出土ঢ়گ（西から）

（2）̨ ̙22下層木製品（นࡐ）
出土ঢ়گ（北から）

（3）̨ ̙22下層木製品（ఐ子）
出土ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̨ ̙22下層木製品（൘ࡐ）
出土ঢ়گ（北から）

（2）̨ ̙22下層木製品（ෆ໌木製品）
出土ঢ়گ（北から）

（3）̨ ̙22下層木製品（ෆ໌木製品）
出土ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̨ ̙22下層木製品（杭）出土ঢ়گ
（南西から）

（2）̨ ̙22下層木製品（杭）出土ঢ়گ
（東から）

（3）̨ ̙22下層木製品（杭）出土ঢ়گ
（北から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土坑ঢ়落ちࠐみ
̨̭68検出ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22溝ঢ়落ちࠐみ
̨̭74検出ঢ়گ（東から）

（3）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３
古墳時代࠷下層 （̓東から）



ਤ൛第 �7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面３南෦ݞ෦ （̓西から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面３北෦ݞ෦ཱち上がりʼ

（西から）

（3）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦・̨̭52検出ঢ়گʼ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ʼ（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦・൙ཞྲྀ路 （̓西から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦൙ཞྲྀ路ଯ積層 （̓西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22શܠ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層ʻ断面３ʼ（東から）



ਤ൛第 �1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１ʼ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面１北෦ʼ（西から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22શܠ（西から）



ਤ൛第 �3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 １区下層検出ঢ়گ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22 １・̎区下層検出ঢ়گ（南東から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 １区下層検出ঢ়گ（南から）

（2）̗ 地区̨̙22 ̎区下層検出ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22大形護岸̖ࡐ・̙検出ঢ়گ（北から）

（2）̗ 地区̨̙22大形護岸̗ࡐ・̘検出ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ̎区中ԝ෦下層検出ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22 ̎区南෦大ܕ護岸̘ࡐ・̙検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 �7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22̨̬64検出ঢ়گ（北から）

（2）̗ 地区̨̙22̨̬64杭検出ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62北෦基൫面上木（上が北）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62北෦基൫面上木ણҡ（上が北）



ਤ൛第 ��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22下層東෦・断面３検出ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22下層東෦検出ঢ়گ（西から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62検出ঢ়گ（北西から）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62東෦断ちׂり（北西から）



ਤ൛第 1�1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62検出ঢ়گ（北から）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62中ԝ෦検出ঢ়گ（北東から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
東෦検出ঢ়گ（北から）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
中ԝ෦検出ঢ়گ（北東から）

（3）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 1�3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
ૈᐗ下層（南から）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
ිฑ出土ঢ়گ（北から）

（3）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
ිฑ出土ঢ়گ（上が南）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62中ԝ断ちׂり（南西から）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̭62土下層断面（西から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62土下層中ԝ北෦基ఈ断面（西から）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62土下層中ԝ෦基ఈ断面（西から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ̎区下層
αルϊコシΧέ出土ঢ়گ

（南東から）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
西෦基ఈෑ༿層（北から）

（3）̗ 地区̨̙22 ̎区下層
αルϊコシΧέ出土ঢ়گ

（南東から）



ਤ൛第 1�7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ４区下層・大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（北東から）

（2）̗ 地区̨̙22断面３南෦（北東から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22断面３南෦（南東から）

（2）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ南෦断ちׂり（東から）

（2）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ北෦断ちׂり（東から）



ਤ൛第 11�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ上砂層種子出土ঢ়گ（東から）

（2）̗ 地区̨̙22断面３・大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（北東から）



ਤ൛第 111ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面̎南෦土層検出ঢ়گʼ

（東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面
ʻ断面３土層検出ঢ়گʼ

（北東から）

（3）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ
検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 11�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ （̓北東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦中ԝ෦ （̓東から）



ਤ൛第 113ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ ൙ཞྲྀ路層Ґᶃ （̓東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ ൙ཞྲྀ路層Ґᶄ （̓東から）



ਤ൛第 11�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南෦ ൙ཞྲྀ路層Ґᶅ （̓東から）

（2）̗ 地区̨̙22土層断面ʻ断面３南ݞ෦ （̓東から）



ਤ൛第 11�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22 ４区南東෦土遺構̨̬75（南西から）

（2）̗ 地区̨̙22 ４区南東෦土遺構̨̬75土層断面（西から）



ਤ൛第 11�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（北から）

（2）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 117ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ
基෦検出ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ
中ԝ෦検出ঢ়گ（西から）

（3）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ
ধ෦検出ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 11�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ
加 （ࠟ北東から）

（2）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ基෦ 
ૉಉҐ体・年ྠ年代αンϓルࢎ
Ґஔ（北東から）

（3）̗ 地区̨̙22大形護岸̚ࡐ基෦ 
ૉಉҐ体・年ྠ年代αンϓルࢎ
Ґஔ（北から）



ਤ൛第 11�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22掘ঢ়گ（西から）

（2）̗ 地区̨̙22掘ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
中ԝ上層ૈᐗ（構ஙࡐ）

（2）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
東෦上層ૈᐗ（構ஙࡐ）

（3）̗ 地区̨̙22土遺構̨̬62
中ԝૈᐗ（構ஙࡐ）



ਤ൛第 1�1ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

̖̖

̗̗

̘̘

̙̙
̚̚

̛̛

（1）̗ 地区̨̙22護岸ࡐҾき上͛ۀ࡞（南東から）

（2）̗ 地区̨̙22大形護岸ࡐ



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22大形護岸ࡐ（Ԟか
ら ・̛̚ ・̙ ・̗ ・̖ 、ӈ中ԝ̘）

（2）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞
（北東から）

（3）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞（西から）



ਤ൛第 1�3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞
（北西から）

（2）̗ 地区̨̙22掘削ۀ࡞
（南東から）

（3）̗ 地区̨̙22中ԝ෦掘削ۀ࡞
（南東から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区土坑̨̠42検出ঢ়گ
（東から）

（2）̗ 地区土坑̨̠42土層断面
（北西から）

（3）̗ 地区土坑̨̠42土層断面
（南東から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区土坑̨̠42（南東から）

（2）̗ 地区土坑̨̠42চ面ম土
（南東から）

（3）̗ 地区土坑̨̠42চ面化物
検出ঢ়گ（上が西）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̗ 地区̨̙78（南東から）

（2）̗ 地区̨̙78土層断面
（南東から）

（3）̗ 地区̨̙78掘ঢ়گ
（北西から）



ਤ൛第 1�7ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̘ １区શܠ（南東から）

（2）̘ １区島畑36શܠ（南から）

（3）̘ １区島畑36・溝ঢ়遺構̨̙02
શܠ（南西から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̘ ̎区શܠ（西から）

（2）̘ ̎区શܠ（南西から）

（3）̘ ̎区土坑̨̠06遺物出土ঢ়گ
（南から）



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̘ ３区中層遺構面શܠ（北から）

（2）̘ ３区溝̨̙05検出ঢ়گ
（南東から）

（3）̘ ３区溝̨̙31遺物出土ঢ়گ
（南から）



ਤ൛第 13�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̘ ３区溝̨̙31શܠ（北西から）

（2）̘ ３区溝̨̙31શܠ（南東から）

（3）̘ ３区溝̨̙30શܠ（南東から）



ਤ൛第 131ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̘ ３区溝̨̙31dʵd�土層断面
（南東から）

（2）̘ ３区溝̨̙31DʵD�土層断面
（南東から）

（3）̘ ３区溝̨̙30fʵf�土層断面
（南東から）



ਤ൛第 13�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）̘ ̎・３区下層遺構面શܠ（上が南）

（2）̘ ̎・３区下層遺構面શܠ（北から）



ਤ൛第 133ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

出土土器１
33 3�

36

6231

32



ਤ൛第 13�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

出土土器̎
45 �3

52

44

43

56



ਤ൛第 13�ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

出土土器３
365 7�
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（1）出土土器14
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（1）出土土器20

（2）石製品１　石器
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（1）石製品̎　石器

（2）石製品　ྨۄ・土製品　土
684684

677

678

677

678

685

693

694691

689 687 688



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

木製品１
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木製品３
499 500 501 ��7

498496 503 507



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

木製品４
513

513

���

515508 510 511



ਤ൛第 1�3ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

木製品̑
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木製品６
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木製品̓
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出土土器21
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出土土器22
716 ��7

723

720

732

772

768

707

714

708



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

木製品̔
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木製品̕
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樹種ੳ１
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樹種ੳ̎
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樹種ੳ３
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樹種ੳ４



ਤ൛第 1��ɹԼਫओ遺跡第̍ɾ̐ɾ̒࣍

（1）種࣮　ϞϞ（佐々木由香ࢯఏڙ）

（2）種࣮　Ϋルϛ（佐々木由香ࢯఏڙ）
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ふりがな ふりがな コード 北緯 東経 調査期間 調査面積 調査原因

所収遺跡名 所在地 市町村 遺跡
番号

　゜　′　″ 　゜　′　″ ㎡

しもみずしいせき

下水主遺跡第１・
４・６次

きょうとふじょうよ
うしみずしたいしょ
うぐん・くらがい・
みやのばんば、てら
だかなお・いまばし、

京都府城陽市水
主大将軍・倉貝・
宮馬場、寺田金
尾・今橋

26207 88
34°50′51″ 135°45′43″

20120521
～

20130308
20130422

～
20140227
20140422

～
20150227

1,770

2,050

1,600

道路建設

備考：北緯・東経の値は世界測地系に基づく。



所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

下水主遺跡第１・
４・６次

集落跡
生産遺跡

弥生～中世 島畑・土坑・柱穴・井戸・
溝（土器溜まり・護岸遺
構）

弥生土器・土師器・須恵器・石器・木
製品・土製品

所収遺跡名 要 約

下水主遺跡第１・４・６次 　中世の島畑の下層で、古墳時代後期～飛鳥時代の柱穴群や井戸、弥生時代の土坑・溝な
どを検出した。弥生時代の溝は、後期から古墳時代前期までの遺物が各層から出土し、長
期間にわたって使用されたことがわかった。溝の岸には杭で護岸されていたり、再掘削さ
れていたりしており、人間の手が加えられていることが覗われる。このような溝の規模は、
幅10.5 ～ 13.7ｍを測ることや、埋土に木津川由来の砂層が認められることから、木津川に
通じる水路と判断されるものである。東海系を主体とする外来の土器が多く出土すること
から、水運を利用した東海地域との関係性を示すものと考えられる。古墳時代前期には溝
の埋積が進み、水路の機能はすでに失われたが、穿孔された土器や赤彩された土器や、舟
形木製品・陽物形木製品などの祭祀具が含まれており、水辺の祭祀が執り行われたものと
判断される。
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