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಄ਤ൛ר 1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ・̡地区上層遺構શܠ（南から）

（2）̟ 地区溝4%04શܠ（南から）



಄ਤ൛ר �ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25શܠ（北西から）

（2）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（北から）
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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、ত56年̐月に設ཱされ

てҎདྷ、37年間にわたって京都府内の֤地Ҭに所在する埋蔵文化財の発۷調査を

。してまいりましたࢪ࣮

これらの調査成Ռをく府ຽのօ༷方にお͑し、զʑのઌのาんできた跡

をଟくの方ʑにっていただくようΊることがだと考͑ております。

ຊ書は、平成26・27年に西日ຊߴ道路株式会社のґཔをड͚て࣮ࢪした、

城陽市下水主遺跡・水主神社東遺跡の発۷調査報告を収録したものです。ຊ書を

ֶज़研究のࢿྉとして、また、地Ҭのྺ史や埋蔵文化財の関৺と理ղをਂΊる

たΊに、͝׆用いただ͚ればいです。

発۷調査をґཔされた西日ຊߴ道路株式会社をはじΊ、城陽市ڭҭҕһ会な

どの֤関機関、ならͼに調査に͝ࢀՃ、͝ྗڠいただきましたଟ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 　　井 上 ຬ 
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例 ݴ

̍ɽຊ書に収Ίた報告は下記のとおりで͋る。

　新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成26・27年発۷調査報告

　　下水主遺跡第６・９次

　　水主神社東遺跡第６・７次

̎ɽ遺跡の所在地、調査期間、経අෛ୲者ٴͼ報告のࣥ筆者は下දのとおりで͋る。

遺　跡　名 所　在　地 調査期間 経අෛ୲者 ࣥ筆者

下水主遺跡第６・９次 京都府城陽市寺田金
尾・今橋

平成26年̐月９日～
平成27年３月６日、
平成27年̑月18日～
平成28年̎月̑日 西日ຊߴ道路株

式会社関西ࢧ社

岡﨑研一・
筒井崇史・
山﨑美輪・
渡邉拓也・
桐井理揮水主神社東遺跡第６・

７次
京都府城陽寺田金尾

平成26年̐月９日～
平成27年３月６日、
平成27年̑月18日～
平成28年̎月̑日

３ɽ上記事ۀはຊ部事所（向日市寺戸町）ٴͼ新名神城陽事所（城陽市寺田金尾・大畔）で

理・報告ۀ࡞を࣮ࢪした。なお、ຊ部での理・報告ۀ࡞にͭいては、現地୲当者のࣔࢦの

もと調査՝اը調がྗڠして࣮ࢪした。

̐ɽຊ書で用している࠲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、方

位は࠲ඪの北をさす。また、ࠃ土地理Ӄ発行地形ਤの方位は経の北をさす。

̑ɽ土層அ面等の土৭や出土遺物の৭調は、原ଇとしてྛ水産লྛ水産ٕज़会ٞ事ہ

मのʰ新൛ඪ४土৭ʱを用した。

６ɽຊ書の編集は、調査՝୲当者の編集原Ҋをもとに、調査՝اը調が行った。

７ɽ現ࣸਅは主として調査୲当者がࡱӨし、遺物ࡱӨは、調査՝اը調主査田中জが行

なった。
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ຊ 文  次

新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成26・27年発۷調査報告 -----------------------------------------------------̍

　　下水主遺跡第̐・６次、水主神社東遺跡第６・７次 -----------------------------------------------------------------̍

̍ɽはじΊに ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------̍

̎ɽ位置と３---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ڥ

３ɽ調査の経ա---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------̔

̐ɽ調査の方法---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

̑ɽ下水主遺跡第６次調査 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24

６ɽ下水主遺跡第９次調査 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

７ɽ水主神社東遺跡第６次調査 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------179

̔ɽ水主神社東遺跡第７次調査 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------183

９ɽ૯ׅ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------191

ૠ ਤ  次

第̍ਤ 調査地およͼ周辺主要遺跡ਤ ------------------------------------------------------------------------------------̐

第̎ਤ 調査年別調査区置ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------９

第３ਤ 調査区置ਤ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

第̐ਤ 下水主遺跡・水主神社東遺跡શମ地区ׂਤ ---------------------------------------------------------------------19

第̑ਤ খ地区ׂ֓೦ਤ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

第６ਤ 調査地基ຊ層ং柱ঢ়ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------22

第７ਤ 下水主遺跡̍～９次調査遺構置ਤ --------------------------------------------------------------------------------25

第̔ਤ ̞地区遺構置ਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

第９ਤ ̞地区東น土層அ面ਤ̍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------27

第10ਤ ̞地区西น土層அ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------28

第11ਤ ̞地区東น土層அ面ਤ̎ ----------------------------------------------------------------------------------------------------29

第12ਤ ̞地区島畑54平面ਤ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------31

第13ਤ ̞地区島畑55・56平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------32

第14ਤ ̞地区島畑57・58平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------33

第15ਤ ̞地区出土遺物࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------34

第16ਤ ̟地区遺構置ਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------36

第17ਤ ̟地区南น土層அ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------37
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第18ਤ ̟地区島畑59（北半部）・60平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------38

第19ਤ ̟地区島畑59（中ԝ部）平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------39

第20ਤ ̟地区島畑59（南半部）平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------40

第21ਤ ̟地区島畑59区ը溝̨̙01・02土層அ面ਤ ---------------------------------------------------------------------41

第22ਤ ̟地区溝̨̙04平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------43

第23ਤ ̟地区溝̨̙04土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------44

第24ਤ ̟地区出土遺物࣮測ਤ̍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------46

第25ਤ ̟地区出土遺物࣮測ਤ̎ ----------------------------------------------------------------------------------------------------48

第26ਤ ̟地区出土遺物࣮測ਤ３ ----------------------------------------------------------------------------------------------------49

第27ਤ ̟地区出土遺物࣮測ਤ̐ ----------------------------------------------------------------------------------------------------50

第28ਤ ̟地区出土遺物࣮測ਤ̑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------50

第29ਤ ̠地区上層遺構置ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------52

第30ਤ ̠̍区東น土層அ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------53

第31ਤ ̠̎区東น土層அ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------55

第32ਤ ̠地区島畑61 ～ 63平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------57

第33ਤ ̠地区島畑64平面ਤ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------58

第34ਤ ̠地区島畑65平面ਤ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------59

第35ਤ ̠地区島畑66平面ਤ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------61

第36ਤ ̠地区島畑67・68平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------62

第37ਤ ̠地区溝̨̙35࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------65

第38ਤ ̠地区出土遺物࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------67

第39ਤ ̡地区上層遺構置ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------69

第40ਤ ̡地区南น土層அ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------70

第41ਤ ̡地区島畑70・72（南半部）平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------72

第42ਤ ̡地区島畑70・72（北半部）平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------73

第43ਤ ̡地区島畑அちׂり土層அ面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------74

第44ਤ ̡地区島畑ほかஅちׂり土層அ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------75

第45ਤ ̡地区中層遺構置ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------77

第46ਤ ̡地区溝̨̙21・22࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------78

第47ਤ ̡地区土坑̨̠20・不明遺構̨̭26࣮測ਤ ---------------------------------------------------------------------78

第48ਤ ̡地区下層遺構置ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------79

第49ਤ ̡地区ম土坑̨̭39࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------80

第50ਤ ̡地区落ちࠐみ̨̭40土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------81

第51ਤ ̡地区ࣗવ流路̧̣38土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------82

第52ਤ ̡地区ࣗવ流路̧̣38、氾濫流路̧̣42縄文土器出土ঢ়گӨਤ ------------------------------82
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第53ਤ ̡地区氾濫流路̧̣42平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------83

第54ਤ ̡地区氾濫流路̧̣42土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------84

第55ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ̍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------86

第56ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ̎ ----------------------------------------------------------------------------------------------------87

第57ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ３ ----------------------------------------------------------------------------------------------------88

第58ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ̐ ----------------------------------------------------------------------------------------------------89

第59ਤ ̡地区出土縄文土器ਂുの主要ܕ式 --------------------------------------------------------------------------------90

第60ਤ ̡地区出土縄文土器ઙുの主要ܕ式 --------------------------------------------------------------------------------91

第61ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ̑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------93

第62ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ６ ----------------------------------------------------------------------------------------------------94

第63ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ７ ----------------------------------------------------------------------------------------------------95

第64ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ̔ ----------------------------------------------------------------------------------------------------96

第65ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ９ ----------------------------------------------------------------------------------------------------98

第66ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------99

第67ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ11 --------------------------------------------------------------------------------------------------101

第68ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ12 --------------------------------------------------------------------------------------------------102

第69ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ13 --------------------------------------------------------------------------------------------------103

第70ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ14 --------------------------------------------------------------------------------------------------104

第71ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ15 --------------------------------------------------------------------------------------------------105

第72ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ16 --------------------------------------------------------------------------------------------------106

第73ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ17 --------------------------------------------------------------------------------------------------107

第74ਤ ̡地区出土遺物࣮測ਤ18 --------------------------------------------------------------------------------------------------108

第75ਤ ̣地区上層遺構置ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------109

第76ਤ ̣地区北น土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------110

第77ਤ ̣地区島畑73平面ਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------111

第78ਤ ̣地区島畑74・75（南半部）平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------112

第79ਤ ̣地区島畑74・75（北半部）平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------113

第80ਤ ̣地区島畑76平面ਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------114

第81ਤ ̣地区下層遺構置ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------116

第82ਤ ̣地区溝̨̙38࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------117

第83ਤ ̣地区溝̨̙39・40࣮測ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------118

第84ਤ ̣地区土坑̨̠35・83࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------119

第85ਤ ̣地区土坑̨̠36・37・88・90・95・106࣮測ਤ ---------------------------------------------------------120

第86ਤ ̣地区土坑̨̠86・87・105࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------121

第87ਤ ̣地区出土遺物࣮測ਤ̍ --------------------------------------------------------------------------------------------------123
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第88ਤ ̣地区出土遺物࣮測ਤ̎ --------------------------------------------------------------------------------------------------124

第89ਤ ̣地区出土遺物࣮測ਤ３ --------------------------------------------------------------------------------------------------126

第90ਤ ̣地区出土遺物࣮測ਤ̐ --------------------------------------------------------------------------------------------------128

第91ਤ ̣地区出土遺物࣮測ਤ̑ --------------------------------------------------------------------------------------------------128

第92ਤ 下水主遺跡̍～９次・水主神社東遺跡第１～７次調査遺構置ਤ ----------------------------130

第93ਤ ̙３区上層遺構置ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------131

第94ਤ ̙３区東น土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------132

第95ਤ ̙３区北น土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------134

第96ਤ ̙３区島畑83平面ਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------135

第97ਤ ̙３区島畑83検出ૉ۷り溝土層அ面ਤ ---------------------------------------------------------------------------136

第98ਤ ̙３区島畑84平面ਤ・ૉ۷り溝土層அ面ਤ -------------------------------------------------------------------136

第99ਤ ̙３区島畑85 ～ 88平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------137

第100ਤ ̙３区溝̨̙42࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------139

第101ਤ ̙３区下層遺構置ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------140

第102ਤ ̙３区溝̨̙40平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------141

第103ਤ ̙３区溝̨̙40土層அ面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------142

第104ਤ ̙３区溝̨̙40遺物出土ঢ়گਤ --------------------------------------------------------------------------------------143

第105ਤ ̙３区出土遺物࣮測ਤ̍ --------------------------------------------------------------------------------------------------144

第106ਤ ̙３区出土遺物࣮測ਤ̎ --------------------------------------------------------------------------------------------------145

第107ਤ ̝地区上層遺構置ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------148

第108ਤ ̝地区南น土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------149

第109ਤ ̝地区島畑96・97平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------150

第110ਤ ̝地区島畑98・99平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------151

第111ਤ ̝地区島畑100・101平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------152

第112ਤ ̝地区島畑25平面ਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------153

第113ਤ ̝地区溝̨̙24平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------155

第114ਤ ̝地区下層遺構置ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------156

第115ਤ ̝地区溝̨̙25平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------158

第116ਤ ̝地区溝̨̙25地形測量ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------159

第117ਤ ̝地区溝̨̙25土層அ面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------160

第118ਤ ̝地区溝̨̙25遺物出土ঢ়گਤ --------------------------------------------------------------------------------------161

第119ਤ ̝地区溝̨̙25遺物出土ঢ়֦گ大ਤ ------------------------------------------------------------------------------162

第120ਤ ̝地区土坑ঢ়遺構̨̭56土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------163

第121ਤ ̝地区土坑ঢ়遺構̨̭64周辺ߌ検出ঢ়گਤ -------------------------------------------------------------------163

第122ਤ ̝地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گਤ -------------------------------------------------------164
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第123ਤ ̝地区不明遺構̨̭27・43・44அ面ਤ ---------------------------------------------------------------------------165

第124ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ̍ --------------------------------------------------------------------------------------------------166

第125ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ̎ --------------------------------------------------------------------------------------------------168

第126ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ３ --------------------------------------------------------------------------------------------------169

第127ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ̐ --------------------------------------------------------------------------------------------------170

第128ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ̑ --------------------------------------------------------------------------------------------------171

第129ਤ ̝地区出土方形組み合わせ木製品෮ݩਤ -----------------------------------------------------------------------172

第130ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ６ --------------------------------------------------------------------------------------------------173

第131ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ７ --------------------------------------------------------------------------------------------------174

第132ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ̔ --------------------------------------------------------------------------------------------------175

第133ਤ ̝地区出土遺物࣮測ਤ９ --------------------------------------------------------------------------------------------------175

第134ਤ ̡３区遺構置ਤ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------176

第135ਤ ̚９区遺構置ਤ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------177

第136ਤ ̚10区遺構置ਤ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------178

第137ਤ ̗̐区遺構置ਤ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------180

第138ਤ ̗̐区北西น土層அ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------181

第139ਤ ̗̐区島畑30平面ਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------182

第140ਤ ̗̐区島畑89平面ਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------182

第141ਤ ̗̐区溝̨̙04࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------183

第142ਤ ̙地区遺構置ਤ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------184

第143ਤ ̙地区東น土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------185

第144ਤ ̙地区南น・北นน土層அ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------186

第145ਤ ̙地区島畑111平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------187

第146ਤ ̙地区島畑111上面検出ૉ۷り溝土層அ面 ---------------------------------------------------------------------188

第147ਤ ̙地区中層遺構置ਤ、検出遺構土層அ面ਤ ---------------------------------------------------------------189

第148ਤ ̙地区不明遺構̨̭31土層அ面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------190

第149ਤ ̙地区溝̨̙30࣮測ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------190

第150ਤ 縄文土器出土地点ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------192

第151ਤ 山城地Ҭにお͚る縄文時代晩期中༿の主要遺跡ਤ ------------------------------------------------194

第152ਤ 遺構͝との֯ર石ؚ༗土器のൺ ----------------------------------------------------------------------------------195

第153ਤ ֯ર石をؚ༗するઙു ------------------------------------------------------------------------------------------------------195

第154ਤ 弥生時代ऴ期の下水主遺跡 ------------------------------------------------------------------------------------------198

第155ਤ ֤遺構のؼଐ時期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------199

第156ਤ 溝̨̙25の機式ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------200

第157ਤ 類ࣅした構造をͭ࣋弥生・古墳時代の木製品 ---------------------------------------------------------------203
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第158ਤ 下水主遺跡遺構มભਤ （̍弥生時代中期） -----------------------------------------------------------------------206

第159ਤ 下水主遺跡遺構มભਤ （̎弥生時代ޙ期） -----------------------------------------------------------------------207

第160ਤ 下水主遺跡遺構มભਤ３（古墳時代） ------------------------------------------------------------------------------209

第161ਤ 下水主遺跡遺構มભਤ （̐ඈௗ時代～中世） -------------------------------------------------------------------211

第162ਤ 下水主遺跡遺構มભਤ （̑中世） --------------------------------------------------------------------------------------212

 ද  次

ද̍ 下水主遺跡調査次一ཡද ------------------------------------------------------------------------------------------------10

ද̎ 水主神社東遺跡調査次一ཡද ----------------------------------------------------------------------------------------10

ද３ 下水主遺跡調査地区別一ཡද --------------------------------------------------------------------------------------------15

ද̐ 水主神社東遺跡調査地区別一ཡද ------------------------------------------------------------------------------------16

ද̑ 出土土器؍ද（縄文土器） ----------------------------------------------------------------------------------------------218

 

ਤ ൛  次

࣍಄ਤ൛̍ɹԼਫओ遺跡第̒ר

 （1）̠ ・̡地区上層遺構શܠ（南から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04શܠ（南から）

࣍಄ਤ൛̎ɹԼਫओ遺跡第̕ר

 （1）̝ 地区溝̨̙25શܠ（北西から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第̍ （1）̞ 地区શܠ（西から）

 （2）̞ 地区શܠ（北東から）

ਤ൛第̎ （1）̞ 地区શܠ（南から）

 （2）̞ 地区島畑54શܠ（北東から）

 （3）̞ 地区島畑54土層அ面（北西から）

ਤ൛第３ （1）̞ 地区島畑55શܠ（北西から）

 （2）̞ 地区島畑55土層அ面（東から）

 （3）̞ 地区島畑56શܠ（北西から）

ਤ൛第̐ （1）̞ 地区島畑56土層அ面（西から）

 （2）̞ 地区島畑57શܠ（南西から）
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 （3）̞ 地区島畑57土層அ面（西から）

ਤ൛第̑ （1）̞ 地区島畑58શܠ（南西から）

 （2）̞ 地区島畑58土層அ面（西から）

 （3）̞ 地区溝ঢ়遺構̨̙06શܠ（北西から）

ਤ൛第６ （1）̞ 地区溝ঢ়遺構̨̙07શܠ（南西から）

 （2）̞ 地区溝ঢ়遺構̨̙08શܠ（南西から）

 （3）̞ 地区溝ঢ়遺構̨̙09શܠ（北西から）

ਤ൛第７ （1）̟ 地区（南半部）島畑59શܠ（西から）

 （2）̟ 地区（南半部）島畑59શܠ（北から）

ਤ൛第̔ （1）̟ 地区（北半部）島畑59શܠ（南西から）

 （2）̟ 地区（北半部）島畑59શܠ（南から）

ਤ൛第９ （1）̟ 地区（南半部）島畑59શܠ（南東から）

 （2）̟ 地区（北半部）島畑59શܠ（北から）

 （3）̟ 地区（北半部）島畑59શܠ（北東から）

ਤ൛第10 （1）̟ 地区南น土層அ面（北から）

 （2）̟ 地区島畑59（西半部）土層அ面（北から）

 （3）̟ 地区溝̨̙01HʵHʟ土層அ面（北から）

ਤ൛第11 （1）̟ 地区溝̨̙01fʵfʟ土層அ面（北から）

 （2）̟ 地区溝̨̙02土層அ面（南から）

 （3）̟ 地区溝̨̙02bʵbʟ土層அ面（北から）

ਤ൛第12 （1）̟ 地区島畑அちׂりঢ়گ（南東から）

 （2）̟ 地区島畑59அちׂり土層அ面（南から）

 （3）̟ 地区下層அちׂりঢ়گ（南から）

ਤ൛第13 （1）̟ 地区溝̨̙04શܠ（南から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04શܠ（上が西）

ਤ൛第14 （1）̟ 地区溝̨̙04શܠ（北西から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04શܠ（南東から）

ਤ൛第15 （1）̟ 地区溝̨̙04શܠ（北西から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04建ங部ࡐ出土ঢ়گ（北東から）

ਤ൛第16 （1）̟ 地区溝̨̙04検出ঢ়گ（南から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04aʵaʟ土層அ面（南東から）

 （3）̟ 地区溝̨̙04bʵbʟ土層அ面（南東から）

ਤ൛第17 （1）̟ 地区溝̨̙04土器̍܈出土ঢ়گ（北東から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04土器̍܈出土ঢ়گ（北西から）

 （3）̟ 地区溝̨̙04土器̎܈出土ঢ়گ（北西から））
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ਤ൛第18 （1）̟ 地区溝̨̙04不明༗機࣭ણҡ出土ঢ়گ（北から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04不明༗機࣭ણҡ出土ঢ়گ（北東から）

 （3）̟ 地区溝̨̙04不明土製品出土ঢ়گ（北東から）

ਤ൛第19 （1）̟ 地区溝̨̙04建ங部ࡐ出土ঢ়گ（北西から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04建ங部ࡐ出土ঢ়گ（南西から）

 （3）̟ 地区溝̨̙04ߌ出土ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第20 （1）̟ 地区溝̨̙04۷ঢ়گ（南東から）

 （2）̟ 地区溝̨̙04ߌ検出ঢ়گ（北西から）

 （3）̟ 地区溝̨̙04ۀ࡞෩ܠ（北西から）

ਤ൛第21 （1）̠ ̍区શܠ（北から）

 （2）̠ ̍区島畑62・63શܠ（北から）

ਤ൛第22 （1）̠ ̍区島畑62શܠ（東から）

 （2）̠ ̍区島畑63શܠ（東から）

ਤ൛第23 （1）̠ ̍区島畑64・65શܠ（南から）

 （2）̠ ̍区島畑66、溝ঢ়遺構̨̙05શܠ（南から）

ਤ൛第24 （1）̠ ̍区島畑61土層அ面（西から）

 （2）̠ ̍区島畑64શܠ（東から）

 （3）̠ ̍区島畑65、溝ঢ়遺構̨̙03શܠ（南東から）

ਤ൛第25 （1）̠ ̍区島畑65શܠ（東から）

 （2）̠ ̍区溝ঢ়遺構̨̙03土શܠ（東から）

 （3）̠ ̍区溝ঢ়遺構̨̙03土層அ面（西から）

ਤ൛第26 （1）̠ ̍区土坑̨̠15۷ঢ়گ（東から）

 （2）̠ ̍区溝̨̙16۷ঢ়گ（南東から）

 （3）̠ ̍区下層遺構確認ঢ়گ（東から）

ਤ൛第27 （1）̠ ̎区શܠ（北から）

 （2）̠ ̎区શܠ（南から）

ਤ൛第28 （1）̠ ̎区島畑65・68、溝ঢ়遺構̨̙20શܠ（南西から）

 （2）̠ ̎区島畑67、溝ঢ়遺構̨̙22શܠ（北西から）

ਤ൛第29 （1）̠ ̎区島畑65શܠ（西から）

 （2）̠ ̎区島畑68શܠ（西から）

ਤ൛第30 （1）̠ ̎区島畑67શܠ（西から）

 （2）̠ ̎区島畑63・67શܠ（南から）

ਤ൛第31 （1）̠ ̎区島畑63શܠ（西から）

 （2）̠ ̎区島畑67、溝ঢ়遺構̨̙46શܠ（南西から）

 （3）̠ ̎区島畑68、溝ঢ়遺構̨̙20શܠ（北西から）
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ਤ൛第32 （1）̠ ̎区島畑65શܠ（南西から）

 （2）̠ ̎区島畑66、溝ঢ়遺構̨̙18શܠ（南西から）

 （3）̠ ̎区島畑66શܠ（南西から）

ਤ൛第33 （1）̠ ̎区ম土坑̨̭30 ～ 32検出ঢ়گ（西から）

 （2）̠ ̎区ম土坑̨̭30土層அ面（南西から）

 （3）̠ ̎区ম土坑̨̭30அちׂりঢ়گ（西から）

ਤ൛第34 （1）̠ ̎区溝̨̙35શܠ（北西から）

 （2）̠ ̎区溝̨̙35（֦ு区）શܠ（北西から）

ਤ൛第35 （1）̠ ̎区溝̨̙35aʵaʟ土層அ面（南東から）

 （2）̠ ̎区溝̨̙35eʵeʟ土層அ面（北西から）

 （3）̠ ̎区溝̨̙35EʵEʟ土層அ面（北西から）

ਤ൛第36 （1）̡ 地区શܠ（北東から）

 （2）̡ 地区શܠ（北から）

ਤ൛第37 （1）̡ 地区島畑70શܠ（北から）

 （2）̡ 地区島畑71શܠ（南から）

ਤ൛第38 （1）̡ 地区上層遺構શܠ（南東から）

 （2）̡ 地区南น土層அ面（北西から）

 （3）̡ 地区島畑72土層அ面（北から）

ਤ൛第39 （1）̡ 地区島畑70・72શܠ（北西から）

 （2）̡ 地区溝ঢ়遺構̨̙10શܠ（西から）

 （3）̡ 地区溝ঢ়遺構̨̙10ຏ製石ි出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第40 （1）̡ 地区溝ঢ়遺構̨̙04土層அ面（北から）

 （2）̡ 地区溝ঢ়遺構̨̙10土層அ面（北西から）

 （3）̡ 地区北西部確認調査区શܠ（南西から）

ਤ൛第41 （1）̡ 地区土坑̨̠09ԕܠ（南から）

 （2）̡ 地区溝̨̙22શܠ（南から）

 （3）̡ 地区ۀ࡞෩ܠ（西から）

ਤ൛第42 （1）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40ޙ۷શܠ（東から）

 （2）̡ 地区氾濫流路̧̣42શܠ（西から）

ਤ൛第43 （1）̡ 地区氾濫流路̧̣42ޙ۷શܠ（西から）

 （2）̡ 地区氾濫流路̧̣42ޙ۷શܠ（東から）

ਤ൛第44 （1）̡ 地区下層அちׂりۀ࡞෩ܠ（北西から）

 （2）̡ 地区中ԝஅちׂり土層அ面（東から）

 （3）̡ 地区島畑72下層縄文土器出土ঢ়گ（東から）

ਤ൛第45 （1）̡ 地区அちׂりaʵaʟ縄文土器出土ঢ়گ（東から）
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 （2）̡ 地区அちׂりbʵbʟ縄文土器出土ঢ়گ（北西から）

 （3）̡ 地区அちׂりbʵbʟ縄文土器出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第46 （1）̡ 地区ম土坑̨̭39શܠ（東から）

 （2）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40શܠ（東から）

 （3）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40શܠ（西から）

ਤ൛第47 （1）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40ޙ۷શܠ（北西から）

 （2）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土ঢ়گ（南西から）

 （3）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第48 （1）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土ঢ়گ（東から）

 （2）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土ঢ়گ（南西から）

 （3）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第49 （1）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38、落ちࠐみ̨̭40શܠ（北西から）

 （2）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38શܠ（西から）

 （3）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38aʵaʟ土層அ面（南西から）

ਤ൛第50 （1）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38中ԝ土層அ面（西から）

 （2）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38土層அ面（西から）

 （3）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38縄文土器出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第51 （1）̡ 地区氾濫流路̧̣42શܠ（東から）

 （2）̡ 地区氾濫流路̧̣42શܠ（北から）

 （3）̡ 地区氾濫流路̧̣42ޙ۷શܠ（西から）

ਤ൛第52 （1）̡ 地区̧̣42ޙ۷શܠ（北西から）

 （2）̡ 地区̧̣42東น土層அ面（西から）

 （3）̡ 地区̧̣42東น土層அ面（西から）

ਤ൛第53 （1）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ（北から）

 （2）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ（南から）

 （3）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第54 （1）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ（南から）

 （2）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ（北から）

 （3）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第55 （1）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ（南から）

 （2）̡ 地区̧̣42ᓄঢ়木製品出土ঢ়گ（北から）

 （3）̡ 地区̧̣42縄文土器・ᓄঢ়木製品出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第56 （1）̡ 地区̧̣42縄文土器・ᓄঢ়木製品出土ঢ়گ（北から）

 （2）̡ 地区石᭲出土ঢ়گ（南から）

 （3）̡ 地区石᭲出土ঢ়گ（北から）
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ਤ൛第57 （1）/地区શܠ（北から）

 （2）̣ 地区島畑74 ～ 76શܠ（北西から）

ਤ൛第58 （1）̣ 地区શܠ（北から）

 （2）̣ 地区શܠ（北西から）

ਤ൛第59 （1）̣ 地区島畑73શܠ（北西から）

 （2）̣ 地区島畑74、溝ঢ়遺構̨̙02શܠ（北西から）

ਤ൛第60 （1）̣ 地区島畑75શܠ（北から）

 （2）̣ 地区島畑76શܠ（北西から））

ਤ൛第61 （1）̣ 地区北น土層அ面（南東から）

 （2）̣ 地区島畑74 ～ 76、溝ঢ়遺構̨̙02・04શܠ（東から）

 （3）̣ 地区溝ঢ়遺構̨̙04遺物出土ঢ়گ（東から）

ਤ൛第62 （1）̣ 地区島畑73 ～ 75શܠ（南西から）

 （2）̣ 地区島畑73શܠ（南西から）

 （3）̣ 地区溝ঢ়遺構̨̙32શܠ（北西から）

ਤ൛第63 （1）̣ 地区島畑74・75શܠ（南から）

 （2）̣ 地区島畑74北半部શܠ（南から）

 （3）̣ 地区ۀ࡞෩ܠ（北から）

ਤ൛第64 （1）̣ 地区島畑75ૉ۷り溝土層அ面（南から）

 （2）̣ 地区島畑75ૉ۷り溝土層அ面（南から）

 （3）̣ 地区島畑75ૉ۷り溝土層அ面（南から）

ਤ൛第65 （1）̣ 地区土坑̨̠35શܠ（北から）

 （2）̣ 地区土坑̨̠35遺物出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第66 （1）̣ 地区柱穴̨̥97土層அ面（北東から）

 （2）̣ 地区柱穴̨̥98土層அ面（北から）

 （3）̣ 地区溝̨̙38શܠ（北西から）

ਤ൛第67 （1）̣ 地区土坑̨̠35土層அ面（北から）

 （2）̣ 地区土坑̨̠36遺物出土ঢ়گ（北西から）

 （3）̣ 地区土坑̨̠95遺物出土ঢ়گ（西から）

ਤ൛第68 （1）̣ 地区土坑̨̠90遺物出土ঢ়گ（東から）

 （2）̣ 地区土坑̨̠90۷ঢ়گ（東から）

 （3）̣ 地区土坑̨̠105۷ঢ়گ（南から）

ਤ൛第69 （1）̣ 地区土坑̨̠83遺物出土ঢ়گ（南から）

 （2）̣ 地区土坑̨̠83۷ঢ়گ（東から）

 （3）̣ 地区北部下層அちׂりঢ়گ（南から）

ਤ൛第70 （1）̙ ３区શܠ（北から）
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 （2）̙ ３区શܠ（南から）

ਤ൛第71 （1）̙ ３区島畑84શܠ（西から）

 （2）̙ ３区島畑85શܠ（西から）

ਤ൛第72 （1）̙ ３区島畑86 ～ 88શܠ（北から）

 （2）̙ ３区島畑86શܠ（西から）

ਤ൛第73 （1）̙ ３区島畑87શܠ（西から）

 （2）̙ ３区島畑88શܠ（西から）

ਤ൛第74 （1）̙ ３区北น土層அ面（南から）

 （2）̙ ３区島畑83શܠ（北から）

 （3）̙ ３区島畑83શܠ（南から）

ਤ൛第75 （1）̙ ３区島畑85土層அ面（西から）

 （2）̙ ３区島畑86土層அ面（西から）

 （3）̙ ３区島畑87土層அ面（西から）

ਤ൛第76 （1）̙ ３区島畑88・溝ঢ়遺構̨̙02土層அ面（西から）

 （2）̙ ３区溝ঢ়遺構̨̙04土層அ面（西から）

 （3）̙ ３区溝ঢ়遺構̨̙08土層அ面（西から）

ਤ൛第77 （1）̙ ３区溝̨̙42શܠ（東から）

 （2）̙ ３区溝̨̙42土層அ面（西から）

 （3）̙ ３区溝̨̙42遺物出土ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第78 （1）̙ ３区溝̨̙40શܠ（北西から）

 （2）̙ ３区溝̨̙40遺物出土ঢ়گ（南東から）

ਤ൛第79 （1）̙ ３区溝̨̙40土層அ面（南から）

 （2）̙ ３区溝̨̙40土層அ面（南東から）

 （3）̙ ３区溝̨̙40北น遺物出土ঢ়گ（南から）

ਤ൛第80 （1）̙ ３区溝̨̙40遺物出土ঢ়گ（東から）

 （2）̙ ３区溝̨̙40遺物出土ঢ়گ（西から）

 （3）̙ ３区溝̨̙40（東半部）શܠ（東から）

ਤ൛第81 （1）̙ ３区溝̨̙40（東半部）遺物出土ঢ়گ（北から））

 （2）̙ ３区下層அちׂりঢ়گ（南東から）

 （3）̙ ３区下層அちׂりঢ়گ（南から）

ਤ൛第82 （1）̝ 地区北半部શܠ（南東から）

 （2）̝ 地区北半部શܠ（南から）

ਤ൛第83 （1）̝ 地区島畑96શܠ（東から）

 （2）̝ 地区島畑97શܠ（東から）

ਤ൛第84 （1）̝ 地区島畑98શܠ（東から）
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 （2）̝ 地区島畑99શܠ（東から）

ਤ൛第85 （1）̝ 地区南半部શܠ（西から）

 （2）̝ 地区南半部શܠ（上が東）

ਤ൛第86 （1）̝ 地区南半部શܠ（北から）

 （2）̝ 地区島畑100શܠ（東から）

ਤ൛第87 （1）̝ 地区島畑101શܠ（東から）

 （2）̝ 地区島畑25શܠ（南から）

ਤ൛第88 （1）̝ 地区北半部શܠ（南東から）

 （2）̝ 地区北半部શܠ（北東から）

 （3）̝ 地区島畑96土層அ面（東から）

ਤ൛第89 （1）̝ 地区島畑97土層அ面（東から）

 （2）̝ 地区島畑98土層அ面（東から）

 （3）̝ 地区島畑98上面検出ϐοτ܈શܠ（南東から）

ਤ൛第90 （1）̝ 地区島畑99土層அ面（東から）

 （2）̝ 地区溝ঢ়遺構̨̙02土層அ面（東から）

 （3）̝ 地区溝ঢ়遺構̨̙02上面ૉ۷り溝܈શܠ（東から）

ਤ൛第91 （1）̝ 地区溝ঢ়遺構̨̙04土層அ面（東から）

 （2）̝ 地区北น東半部土層அ面（南から）

 （3）̝ 地区南น土層அ面（北から）

ਤ൛第92 （1）̝ 地区南半部શܠ（南東から）

 （2）̝ 地区島畑101શܠ（北西から）

 （3）̝ 地区溝ঢ়遺構̨̙50上面ૉ۷り溝܈（東から）

ਤ൛第93 （1）̝ 地区溝̨̙25શܠ（西から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25શܠ（北から）

ਤ൛第94 （1）̝ 地区溝̨̙25木ࡐ出土ঢ়گ（北西から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25木ࡐ出土ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第95 （1）̝ 地区溝̨̙25ޙ۷શܠ（北西から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25ޙ۷શܠ（北西から）

ਤ൛第96 （1）̝ 地区溝̨̙25木ࡐ出土ঢ়گ（北西から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25木ࡐ出土ঢ়گ（南東から）

 （3）̝ 地区溝̨̙25۷ঢ়گ（南から）

ਤ൛第97 （1）̝ 地区溝̨̙25aʵaʟ土層அ面（南東から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25bʵbʟ土層அ面（南東から）

 （3）̝ 地区4943aʵaʟ土層அ面（南東から）

ਤ൛第98 （1）̝ 地区溝̨̙25ଐ土坑ঢ়遺構̨̭44内খ土坑土層அ面（北から）
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 （2）̝ 地区溝̨̙25ଐ土坑ঢ়遺構̨̭43શܠ（東から）

 （3）̝ 地区溝̨̙25ଐ土坑ঢ়遺構̨̭43遺物出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第99 （1）̝ 地区溝̨̙25遺物出土ঢ়گ（北から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25遺物出土ঢ়گ（北から）

 （3）̝ 地区溝̨̙25遺物出土ঢ়گ（北から）

ਤ൛第100 （1）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（北東から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第101 （1）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（東から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（西から）

 （3）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（北東から）

ਤ൛第102 （1）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品部֦大（南東から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品部֦大（南東から）

 （3）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品部֦大（南東から）

ਤ൛第103 （1）̝ 地区溝̨̙25溝ఈ土坑̨̭56検出ঢ়گ（南東から）

 （2）̝ 地区溝̨̙25溝ఈ土坑̨̭56શܠ（西から）

ਤ൛第104 （1）̚ ９区島畑102શܠ（北東から）

 （2）̚ ９区下層遺構面શܠ（北から）

ਤ൛第105 （1）̚ ９区島畑102શܠ（北から）

 （2）̚ ９区溝̨̙07検出ঢ়گ（北東から）

 （3）̚ ９区溝̨̙07土層அ面（南から）

ਤ൛第106 （1）̚ ９区南น土層அ面（北から）

 （2）̚ ９区۷ঢ়گ（北東から）

 （3）̚ ９区ۀ࡞෩ܠ（南から）

ਤ൛第107 （1）̚ 10区શܠ（北から）

 （2）̚ 10区島畑103શܠ（北から）

 （3）̚ 10区西น土層அ面（南東から）

ਤ൛第108 （1）̗ ̐区上層遺構શܠ（南西から）

 （2）̗ ̐区下層遺構શܠ（南西から）

ਤ൛第109 （1）̗ ̐区島畑30શܠ（南から）

 （2）̗ ̐区島畑89શܠ（南から）

ਤ൛第110 （1）̗ ̐区北西น土層அ面（南から）

 （2）# ̐区土西น土層அ面（西から）

 （3）̗ ̐区島畑30શܠ（北から）

ਤ൛第111 （1）̗ ̐区溝̨̙04શܠ（南から）

 （2）̗ ̐区溝̨̙04遺物出土ঢ়گ（南から）
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 （3）̗ ̐区下層શܠ（北東から）

ਤ൛第112 （1）̗ ̐区下層遺物出土ঢ়گ（南西から）

 （2）̗ ̐区下層遺物出土ঢ়گ（北西から）

 （3）̗ ̐区下層遺物出土ঢ়گ（北西から）

ਤ൛第113 （1）̙ 地区上層遺構શܠ（東から）

 （2）̙ 地区上層遺構શܠ（北から）

ਤ൛第114 （1）̙ 地区島畑111શܠ（北から）

 （2）̙ 地区島畑111શܠ（南から）

ਤ൛第115 （1）̙ 地区溝溝ঢ়遺̨̙02શܠ（北から）

 （2）̙ 地区中層遺構面શܠ（北から）

ਤ൛第116 （1）̙ 地区南半東น土層அ面（南西から）

 （2）̙ 地区島畑111土層அ面（北から）

 （3）̙ 地区溝ঢ়遺構̨̙02土層அ面（北から）

ਤ൛第117 （1）̙ 地区島畑27土層அ面ᶃ（南から）

 （2）̙ 地区島畑27土層அ面ᶄ（南から）

 （3）̙ 地区島畑27土層அ面ᶅ（南から）

ਤ൛第118 （1）̙ 地区溝̨̙23શܠ（北西から）

 （2）̙ 地区土坑ঢ়遺構̨̠25・26・28શܠ（北東から）

 （3）̙ 地区不明遺構̨̭31土層அ面（東から）

ਤ൛第119 （1）̙ 地区下層遺構શܠ（北から）

 （2）̙ 地区下層遺構શܠ（南東から）

 （3）̙ 地区北น土層அ面（南から）

ਤ൛第120 （1）̙ 地区溝̨̙30શܠ（北から）

 （2）̙ 地区溝̨̙30ۙܠ（北から）

 （3）̙ 地区溝̨̙30土層அ面（南から）

ਤ൛第121 出土遺物̍

ਤ൛第122 出土遺物̎

ਤ൛第123 出土遺物３

ਤ൛第124 出土遺物̐
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新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡
平成26・27年発۷調査報告

̍ ɽ ͡ Ί ʹ

新名神ߴ道路備事ۀにう発۷調査は、平成20年から西日ຊߴ道路株式会社のґཔを

ड͚てܧଓして࣮ࢪしている。新名神ߴ道路は、Ѫݝ名古屋市をى点とし、ฌݝݿ神戸市に

ಈं道などとަࣗـۙ、όΠύε࣎道路や京ߴ存の名神ط、道路でߴる૯Ԇ約174kmのࢸ

通機を୲することで、名神ߴ道路等のࠞࡶをղফし、ར用者のརศੑの向上をతとして

建設がਐΊられているもので͋る。また、大نなࡂや事ނ等によるަ通੍ن時には、名神ߴ

道路等と૬ޓにׂをิすることが期されている。

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

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

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

ϟ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δϟ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（事ڑۀ3.5km）にͭいては、

平成20年より発۷調査にணखしている。当֘区間において調査のରとなる遺跡は、東から城

陽市水主神社東遺跡、同下水主遺跡、京田辺市田遺跡、同西村遺跡、同向୩遺跡、同向山遺跡、 

同দ井ԣ穴܈、ീ഼市ঁ୩・ࡔߥԣ穴܈、同ࡔߥ遺跡、同ޚໟ通古墳܈、同美ೱ山ഇ寺、同美ೱ

山ഇ寺下層遺跡の֤遺跡で͋る。これらの遺跡にͭいては、現地の発۷調査ऴྃޙに理ۀ࡞を

行い、ॱ次、報告書をץ行しているとこΖで͋
ㅭ㉅̍ㅮ

る。なお、当֘区間にͭいては平成29年̐月30日

に։通した。

ຊ書で報告する下水主遺跡ならͼに水主神社東遺跡は、城陽+$T・*$の建設にい、平成23年

からܧଓして調査を࣮ࢪしており、ຊ書では、平成26・27年に࣮ࢪした下水主遺跡第６・９

次調査と水主神社東遺跡第６・７次調査にͭいて報告するもので͋る。

下水主遺跡と水主神社東遺跡は、木ӈ؛のઔঢ়地と埋したඍߴ地上にల։する。下水主

遺跡は、当初、東西540̼、南北760̼ほどが遺跡ൣғと考͑られていたが、ຊ事ۀにう調査の

݁Ռ、遺跡がさらに北にがることが確認され
ㅭ㉅̎ㅮ

たたΊ、現在、南北のがりは1,200̼となって

いる。一方、水主神社東遺跡も当初、南北、東西ともに450mほどが遺跡ൣғと考͑られていたが、

平成29年の۷ࢼ調査の݁Ռ、遺跡がさらに東がることが確認され
ㅭ㉅３ㅮ

たたΊ、現在、東西の

がりは約900mとなっている。྆ 遺跡とも一࿈の発۷調査Ҏ前には、ද࠾遺物のみがられていた。

現地調査に͋たっては京都府ڭҭҕһ会、城陽市ڭҭҕһ会、京都府ཱ山城ڷ土ࢿྉؗをはじ

Ί、֤関機関の͝ࢦಋ・͝ྗڠをいただいた。また、地࣏ࣗݩ会やۙྡॅຽの方ʑには発۷調

査の͝理ղと͝ྗڠをいただいた。記してँײします。
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なお、調査にかかる経අは、શֹ、西日ຊߴ道路株式会社関西ࢧ社新名神京都事所がෛ୲

した。          　　（筒井崇史）

ʤฏ��ݱ調査ମ੍ʥ

ɹʻԼਫओ遺跡第̒࣍ɾਫओਆࣾ౦遺跡第̒࣍ʼ

࢘調査ऀ 調査՝   　　　  石井ਗ਼ݱ　

݉ࠤ調査୲ऀ 調査՝՝ิݱ　

    調査第̎݉調査第３ ؠদ　อ

   調査՝՝ิ݉ࠤ調査第３  ࡉ߁

   　同  　　主　　　査  戸原人・岡﨑研一・筒井崇史

   　同  　　副　主　査  石尾৴

   　同  　　主　　　  ߴ陽ࢠ・村田߂

   　同  　　調　査　һ  山തষ・山﨑美輪・渡邉拓也

　調ɹ査ɹɹॴ 京都府城陽市水主大ক܉・・ٶഅ、寺田金尾・今橋

ݱ　  調 査 ظ ؒ  平成26年̐月９日～平成27年３月６日

　調ɹ査ɹ໘ɹੵ 17,110㎡（うちຊ書報告は15,510㎡）

ʤฏ�7調査ମ੍ʥ

ɹʻԼਫओ遺跡第࣍̕ɾਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍ʼ

調査ऀ 調査՝    ༗井ݱ　

দ   อؠ 調査第３݉ࠤ調査୲ऀ 調査՝՝ิݱ　

   　同  　　   主 　 　 査  筒井崇史

   　同           調 査 һ  桐井理揮・橋ຊ　ູ・ਗ਼水ૣ৫

　調ɹ査ɹɹॴ 京都府城陽市寺田金尾

ݱ　  調 査 ظ ؒ  平成27年̑月18日～平成28年̎月̑日

　調ɹ査ɹ໘ɹੵ 4,540㎡

ʤฏ��ཧۀ࡞ମ੍ʥ

　ཧۀ࡞ऀ 調査՝    　　ਖ਼

　 ཧ ୲  ऀ  調査՝՝ิ݉ࠤ調査第３  ؠদ　อ

   調査՝ 　　　主　　　　　査  ߴ陽ࢠ・筒井崇史

　ɹཧɹظɹؒ 平成28年̐月̍日～平成29年３月31日

ʤฏ��ཧۀ࡞ମ੍ʥ

　ཧۀ࡞ऀ 調査՝    খ　

　 ཧ ୲  ऀ  調査՝ࢀ事調査第３事औѻ ؠদ　อ

   調査՝ 　　　主　　　　　査  ߴ陽ࢠ

　ɹཧɹظɹؒ 平成29年̐月15日～平成30年３月31日
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̍ʣཧతڥ

下水主遺跡・水主神社東遺跡の所在する京都府城陽市は、京都府南部を北流する木のӈ؛

に位置する。城陽市Ҭの地形は、大きく西部の平部と東部の山地・ٰྕ部にೋされる。西部

は木によるՏ堆積とॏなる氾濫によってԭ積平が形成され、現在は水田地ଳががる。

しかし、これまでの発۷調査の݁Ռ、ඍߴ地やޙഎ࣪地がしていることが明らかになってお

り、ຊདྷはى෬にんだ地形で͋ったと考͑られる。一方、東部はๆ山山մに࿈なる山地が͋

り、山からԭ積平にか͚ての中間地ଳには大ࡕ層܈からなるӉٰ࣏ （ྕまたは城陽ٰྕ）が位

置する。このٰྕ部とԭ積平のڥ界にはஈٰが発ୡし、木のࢧ流で͋る大୩、୩、

੨୩などのখنなՏによって形成されたઔঢ়地ががる。このようなஈٰ上やઔঢ়地上に

Ӧまれた古代から中世にか͚ての集落が現在の城陽市֗地のૅとなっている。これら市֗地にॏ

ෳして、ᦰ遺跡や寺ӃなどがӦまれていたことからも、地形上のॏ要な位置をΊていたこと

がわかる。また、木周辺に形成されたඍߴ地上には、ඎঙ、水主などの集落がӦまれ

る。これらの集落の周辺にがるޙഎ࣪地を中৺にཬܕ地ׂがྑに遺存し、水田と土をり

上͛て畑࡞を行う島畑がしてい
ㅭ㉅̐ㅮ

る。

̎ʣྺ ڥత࢙

下水主遺跡周辺にする主要な遺跡にͭいて֓؍する（第̍ਤ）。

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

いる。また、山遺跡で出土したαψΧΠτ片も同じࠒのものとਪఆされている。城陽市Ҭにお

͚る人ͼとのӦみはこのこΖまでると考͑られる。

ଓく縄文時代では、ԣ道遺跡（ؙ௩古墳周下層）で、前期ޙ半のਂു形土器をೲΊた土坑が検

出されており、周辺に集落の存在が想ఆされている。また、山遺跡ではޙ期ޙ半と考͑られる

ԁ形の୦穴建物がنଇతに置されたঢ়ଶで検出されている。一方、晩期になると、ԭ積地に

ཱ地する௩ຊ東遺跡や下水主遺跡、水主神社東遺跡などで縄文土器が出土していることから、木

流Ҭのԭ積地が׆ಈྖҬとしてར用されていたと考͑られる。

弥生時代になると、木Ԋいに遺跡がくするようになる。前期ではおもに木؛ࠨ

に遺跡がするが、中期になると木ӈ؛でも遺跡が૿Ճし、ڊໆ周辺にも集落がӦま

れるようになる。城陽市Ҭでは、山遺跡で中期ޙ半のᙈとޙ期ޙ半の୦穴建物̎౩が検出さ

れている。また、新名神ߴ道路備事ۀにう下水主遺跡の調査でもޙ期ޙ半の୦穴建物が̎

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

期の土器や石器が出土している。一方、ԭ積平に位置する௩ຊ遺跡や௩ຊ東遺跡、水主遺跡ޙ

などではޙ期から古墳時代初಄の土器が出土している。特に௩ຊ東遺跡では、北東から南東に

流れる溝から大量のঙ内式土器が出土した。出土した土器にはᆵ・ᙈ・ߴഋ・器・ു・खᖿ形

土器などଟ༷な器種が認Ίられ、୮・୮ޙ地Ҭの特をͭ࣋土器もଟ出土している。ۙྡに
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第̍ਤ　調査地およͼ周辺主要遺跡ਤ（ࠃ土地理Ӄ1/25,000　Ӊ࣏・田辺）
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ঙ内式期の集落が存在するとਪఆされている。しかし、ޙ期に南山城地Ҭ֤地でみられるߴ地ੑ

集落は、城陽市Ҭではほとんど確認されていていない。

古墳時代になると、南山城地Ҭにもଟくの古墳がஙかれるようになる。城陽市Ҭにお͚るঙ内

式期のものとしては、ࣳϲ原古墳や上大୩６・７号墳、古墳下層などがங造される。ࣳϲ原

古墳は、શ22.5̼Ҏ上の前方ޙ方形の古墳で、्࢛形ڸやಔ製輪、మ製品、ଟのۄ類、土

器などが出土している。次いで、南山城地Ҭ֤地に前方ޙԁ墳が出現する。城陽市Ҭにでも北部

の大୩の周辺に、前期では、ঙ内式期からଓく上大୩古墳܈をはじΊ、西山古墳܈、ೌ௩古墳

方墳・ԁ墳・方墳とଟޙԁ墳・前方ޙで͋るが、前方نはখ܈が形成される。これらの古墳܈

༷な墳形の古墳がங造された。

中期になると、城陽市の北半部にଟくの古墳が集中するようになる。これらはٱ古墳܈と

૯称しているが、大きく３ͭの܈ࢧ（ٱ・܈ࢧ世܈ࢧ・܈ࢧ）にかれる。このうちٱ世

ԁ墳がங造される。このほか、ൕޙの前方ܕं௩古墳やഄা௩古墳という大ٱ、で は܈ࢧ

ཱ形前方ޙԁ墳で͋るؙ௩古墳、方墳で͋るֿ௩古墳や੨௩古墳、ԁ墳で͋る山道東古墳など

の大نな古墳もங造される。南山城地Ҭのଞ地Ҭとൺてنの点では܈をൈいている。ٱ

ं௩古墳は、 埋ࢪ設としてཽ山石製の࣋形石を用し、副品として三֯ԑ神्ڸをは

じΊとするಔڸ、ଟのۄ類や石製造品、類などが石から出土した。また、石に設

されたখ石ࣨからߕႀ等も出土している。遺物の年代から̑世ل前半のங造と考͑られる。墳ٰ

ったटが、城陽市Ҭのみな࣋をとີな関ݖ設、副品のいずれにおいてもԦࢪ、埋ن

らず、山城地Ҭをࢧするような大टで͋ったと考͑られる。ٱं௩古墳にଓくट墳と

してഄা௩古墳が͋る。同古墳は̑世ل中ࠒの前方ޙԁ墳で、墳ٰから輪ྻや෪石が検出され

ている。ただ、ഄা௩古墳はٱ古墳ޙ࠷܈の大ܕ前方ޙԁ墳で͋る。

中期のޙ半からޙ期にか͚てࣳϲ原古墳܈、上大୩古墳܈、ࣳ山古墳܈などでখنな古墳が

ங造される。ࣳ山古墳܈は̑世ل中ࠒから６世لࠒにか͚て造Ӧされもので、খܕの方墳から

ԁ墳とม化していくことが明らかになっている。また、نも新しい古墳ほどখܕ化していく。

そして６世لには造ุ׆ಈをఀࢭすると考͑られている。城陽市Ҭのこの時期の古墳は大半は

木墳で͋り、このこΖര発తにීٴするԣ穴式石ࣨは͋まりみられない地Ҭとしてさ

れる。城陽市Ҭでԣ穴式石ࣨを埋ࢪ設にͭ࣋古墳はࠇ土̍号墳、ೌ௩̑号墳、上大୩12号墳、

上大୩17号墳と少ない。このうちࠇ土̍号墳は、શ約9.5̼のڊ石を用した྆କ式のԣ穴

式石ࣨが確認されており、須恵器や土師器のほか、അ۩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ޙ期ޙ半ࠒのங造と考͑られる。

古墳時代の集落遺跡はおもに市Ҭ東部のஈٰ上にӦまれたが、͋ まりଟくは確認されていない。

前期ではࣳ山遺跡で୦穴建物̍౩が検出されている。また、ྡする山遺跡では方形周溝ঢ়遺

構と୦穴建物が検出されており、方形周溝ঢ়遺構は߽ؗډのງのՄੑが考͑られている。中

期前半にはࣨ木遺跡でখنな୦穴建物が検出されている、石製ӓۄとそのະ成品やܽଛ品が

出土したことから、࡞ۄが行われたతな集落と考͑られている。そのޙ、城陽市Ҭでは古墳
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時代の集落は͋まり確認されておらず、ޙ期ޙ半からඈௗ時代にか͚て、ࣳ ϲ原遺跡、ਖ਼道遺跡、

ࣳ山遺跡、山遺跡などで୦穴建物や۷ཱ柱建物が検出されている。特にࣳϲ原遺跡では150౩

Ҏ上の୦穴建物が検出されており、この時期では城陽市Ҭで࠷大ڃの集落で͋る。

文ࢿݙྉの検౼から、ඈௗ時代Ҏ前に城陽市Ҭにはݝ۾܀が置かれたと考͑られている。ݝの

࣮ଶは不明で͋るが、h日ຊ書ل ਔɦಙఱेߖೋ年े月に「大溝を山എのݝ۾܀に۷」ると͋り、

ਪ古ఱޒेߖ年ੋࡀにも「山എࠃに大溝を۾܀に۷る」と記ࡌされている。この۾܀大溝を現

在の古にൺఆするઆも͋るが、発۷調査等では確認されていない。古墳時代からඈௗ時代にか

͚ての木流Ҭのԭ積地にお͚る։発行ҝを物ޠるঝで͋Ζう。

城陽市Ҭは、古代ྩ੍のもとでは山എٱࠃ世܊や௲܊تにଐしていた。

ඈௗ～ಸྑ時代の遺跡としては、ٱ世ഇ寺、平ഇ寺、ਖ਼道ᦰ遺跡などが͋る。ٱ世ഇ寺は

７世لに建された寺Ӄで、ౝを東に、金ಊを西に置く法ى寺式Հཟ置で͋る。ౝや金ಊに

れてߨಊが造Ӧされたと考͑られている。また、̔世ل中ࠒに࠶備が行われ、平城ٶやګਔٶ

と同じנݢがڅڙされている。出土遺物には、金ಔ製生ऍՠཱ૾のほか、三࠼や新ཏ製の

ᬵಃ器など、ւ֎の製品がؚまれておりされる。平ഇ寺は̔世لに造Ӧされた寺Ӄで、

ౝを西に、金ಊを東に置く法ོ寺式Հཟ置で、ౝや金ಊの基ஃがよくอ存されており、ங地の

痕跡などから寺Ҭのがりがほ΅確認されている。特にౝ跡は一辺10.5̼に෮ݩされ、地方寺Ӄ

としては࠷大ڃのنをތり、ࠃ寺のࣣॏౝにもඖఢするものと考͑られている。ౝ跡や金ಊ

跡の周辺から઼૾片が出土している。

ਖ਼道ᦰ遺跡は当初、寺Ӄ跡と考͑られていたが、大۷ཱܕ柱建物܈がෳ検出され、山എࠃ

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

ᶗ期は૯柱建物跡を主ମに構成され、７世ޙل半に位置づ͚られる。ᶘ期はࣷ෩の建物を「コ」

初಄に位置づ͚られる。ᶘ期の遺構は大ๅྩҎ前のل～̔世ل形に置したもので、７世ࣈ

面ኈきの東西౩建物中৺にその周࢛ఠされている。ᶙ期はࢦᦰのՄੑが世「ධ」にうٱ

ғに۷ཱ柱建物ががり、南辺と西辺にはங地が設͚れ、南辺にはも設͚る。ᶙ期は̔世ل前

半～９世ل前半に位置づ͚られる。また、ਖ਼道ᦰ遺跡では、נ類を࢝Ί金ഩのる㡤や૬輪・

水Ԏの一部など、寺Ӄに関わる遺物が出土しており、ᦰ遺構にۙした所に寺Ӄの存在がਪ

ఆされている。このほか、ٱ世܊など、木東؛には古代の道で͋る北道や東山道が想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溝と想ఆされる遺構も検出

されている。またۙしてࣷ෩の建物跡を検出しており、文ࢿݙྉ等にはみられないが、ӺՈ

のՄੑもࢦఠされている。

ඈௗ・ಸྑ時代になると、古墳時代までの୦穴建物主ମの集落から、۷ཱ柱建物主ମの集落

とม化する、ただ、山城地Ҭ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

ている。城陽市Ҭでも、ࣳנ原遺跡ではඈௗ時代ޙ半、ਖ਼道ᦰ遺跡やԣ道遺跡ではಸྑ時代ま

で୦穴建物がるようで͋る。これらの遺跡では୦穴建物と۷ཱ柱建物がซ存していたՄੑが

。い。このほか、ಸྑ時代の۷ཱ柱建物の集落としてはࣳ山遺跡などが͋るߴ
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とこΖで、この時期、城陽市西部の平部には、ཬ੍による方形の区ըの遺構が明ྎにґ存

する。ཬとは、方一町（109̼࢛方）を基ຊ୯位とする古代のசかӍで͋るとともに土地ද

੍ࣔでも͋る。ॎԣ町の一区ըを「ཬ」、ཬのྻを「」、方一町の区ըを「௶」と呼んで

͋る土地の区ըをද現するもので͋る。今ճの下水主遺跡・水主神社東遺跡の調査でも、෮ݩさ

れた城陽市Ҭのཬをࢀরしながら調査を行ったとこΖが͋る。

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

がわかる。まず、ח時代になると調査地周辺は、լໜ別ཕ社、石ਗ਼水ീ഼ڵݩ、ٶ寺などの寺

社ྖとなって寺田、、水主などのԂが備された。このこΖから現在まで、や

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

た部で畑࡞を行う一方、島畑と島畑の間のԜ地では水田を行っていたと考͑られる。

ࣨ町時代のԠਔ・文明のཚのಈཚ期には南山城地Ҭが主要なઓの̍ͭとなったことから、在

地の土߽たちが、ඎঙ城、֎（）城、水主城などをங造して備をݻΊていた。水主ࢯの

ྗ基൫で͋った水主城は、木にۙい現在の水主集落一ଳにஙかれた平城で͋るが、文ࢿݙ

ྉから山城ࠃ一ᎋのڌ点で͋るとともに、当時の南山城地Ҭࢧの要の城ֲで͋ったと考͑られ

ている。発۷調査では遺構は検出されていないたΊ、城ֲの構造は不明で͋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考͑られている。

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

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

と考͑られ
ㅭ㉅̑ㅮ

る。         　　（筒井崇史）
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̏ ɽ調 査 ͷ ܦ ա

̍ʣ調査ʹࢸΔܦҢ

新名神ߴ道路の予ఆ路ઢうち、京都府内では17.7kmがܭըされている。このうち、京ಸ

ࣗಈं道と第ೋ京ࡕ道路のଓをతとして、ઌ行して事ۀ認Մが下りた城陽+$T・*$～ീ഼京

田辺+$T・*$間（事ڑۀ3.5km）にͭいては、平成20年より発۷調査にணखしている。

ຊ書で報告する下水主遺跡・水主神社東遺跡は、新名神ߴ道路の城陽+$T・*$建設予ఆ地に

当たり、橋٭建設や土造成の行われるൣғを主なରとして、発۷調査を࣮ࢪすることとなっ

た。発۷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۷調査にかか

る調査次・調査地点・調査期間等にͭいては、第̎ਤ、ද̍・̎の通りで͋る。調査期間が

ֻ͚̑か年にٴんだたΊ、理ۀ࡞はਵ時࣮ࢪし、報告書にͭいても、ॱ次ץ行していくこと

とした。ຊ報告は、新名神ߴ道路備事ۀの城陽+$T・*$の建設に関わる発۷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 同ʱ第168冊ʰ同ʱ第173冊にଓく、第̐冊に当たる。

なお、ຊ報告書のץ行をもって、城陽+$T・*$の建設にう発۷調査事ۀはすてऴྃする。

さて、平成26・27年の調査は、城陽+$T・*$の建設にって࣮ࢪしたもので、おもに新名神

までの道路建設予ఆ地と、これޱ道路のຊઢから北に建設が予ఆされている城陽*$出ೖりߴ

までにະணखで͋った地点がରとなった。調査のରとなった遺跡はこれまでと同じく、下水

主遺跡と水主神社東遺跡の̎遺跡で͋る。下水主遺跡の調査は平成26年が第６次調査、平成27

年が第９次調査に当たる。また、水主神社東遺跡の調査は平成26年が第６次調査、平成27年

が第７次調査に当たる。また、平成27年には新名神ߴ道路備事ۀにう埋蔵文化財の発

۷調査にฒ行して、一ൠࠃ道24号城陽*$関࿈寺田地区վྑ事ۀにう調査が࣮ࢪされた（下水主

遺跡第̔次調
ㅭ ㉅ ６ ㅮ

査）。

なお、今ճ報告のରとなった調査区では、平成27年９月６日に࣮ࢪした下水主遺跡第̔次調

査にう現地આ明会と合わせて下水主遺跡第９次調査の̝地区で検出した古墳時代前期の溝̨̙

25の調査成Ռにͭいて公։した。当日はӍఱで͋ったが、114名のࢀՃが͋った。

̎ʣ調査ͷܦա

֤年͝との調査の経աはҎ下の通りで͋る。

ʢ̍ʣฏ��ͷ調査ܦա

ᶃԼਫओ遺跡第̒࣍調査

平成26年の調査は、前年からのܧଓ調査となった̖～̘地区の調査から։࢝した。これら

の調査区は別に報告書をまとΊ
ㅭ ㉅ ７ ㅮ

た。̖～̘地区をআく֤調査区の調査経աはҎ下の通りで͋る。

̞۠ͷ調査ܦա　調査は̐月21日に։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、

人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、島畑̑基、溝ঢ়遺構６などを検出した。また、調査区

の一部をஅちׂって下層遺構の༗ແを確認したが、下層遺構は確認されなかった。Ӎఱ等により

Ԇ期していたۭ中ࣸਅࡱӨを７月15日に行い、同日、調査をऴྃした。
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第̎ਤ　調査年別調査区置ਤ（1/6,000）
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ද̍　下水主遺跡調査次一ཡද

ද̎　水主神社東遺跡調査次一ཡද

調査年 次 調査地区 調査期間 調査面積 調査機関 報告書

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

第̐次 ̖地区・# 地区（̗̍・̗̎区）・
̘地区（̘３区）・̙地区（̙̎・
̙̐～̙６区）・̚地区（̚３～̚
̔区）・̛地区（̛̍～̛ 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ڭҭҕһ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（̗̍・̗̎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

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）
ຊ報告書

第７次 ʵ 2014.9.19、
10.8、12.8 ～
12.10、12.12

636㎡ 京都府ڭҭҕһ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９次 ̡地区（̡３区）・̚地区（̚９・
̚ 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

ຊ報告書

調査年 次 調査地区 調査期間 調査面積 調査機関 報告書

平成 23 年 第̍次 ̖地区（̖̍・̖̎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（̗̍・# ̎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 第̐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（̗̐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

ຊ報告書

平成 27 年 第７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

ຊ報告書
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̟۠ͷ調査ܦա　̟地区は、ഉ土置きを確อするたΊ、స調査として࣮ࢪした。南半部

を̟̍区、北半部を̟̎区とし、̟ ̍区から調査にணखした。調査は６月17日に։࢝した。まず、

ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、調査区の大半を

Ίる島畑̍基などを検出した。̟̍区にͭいては、̔月中०からޙ半にか͚て、෩のӨڹに

よる調査区の水とその෮چに日時を要したが、９月９日にۭ中ࣸਅࡱӨを行った。そのޙ、அ

ଓతにਤ面等のิۀ࡞を行い、９月25日に̟̍区の調査をऴྃした。この間、９月18日から̟

̎区の調査にணखした。まず、ॏ機によるද土۷を行い、そのഉ土で̟̍区を埋Ίしを行っ

た。そのޙ、人ྗによるਫ਼査を行ったとこΖ、下層遺構と遺物の出土を確認したたΊ、当初の予

ఆをมߋし、11月まで下層遺構の調査を࣮ࢪすることとなった。合わせて道路部Ҏ֎の土

部にͭいても下層遺構のԆ部に当たる地点のॏ機۷を行い、調査区を֦ுした。その݁Ռ、

新たに島畑̍基を確認するとともに、下層遺構のԆ部を検出した。下層遺構は溝̍を検出

した。̟̎区にͭいてはӍఱ等のӨڹによりԆ期していたۭ中ࣸਅࡱӨを12月３日に行い、調査

は12月̑日にऴྃした。

̠۠ͷ調査ܦա　̠地区は、̎か所の調査区にかれるが、調査とฒ行して一ൠࠃ道24号の

͚ସ͑事が行われることになったたΊ、まず西ଆの調査区（̠̍区）の調査からணखした。調

査は̐月23日に։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪ

した。その݁Ռ、島畑６基、溝ঢ়遺構̑などを検出した。調査がおおむねऴྃした７月25日に

ۭ中ࣸਅࡱӨを行い、そのޙ、下層遺構のՄੑの͋る地点のิ調査を࣮ࢪした。調査は̔月

̑日にऴྃした。そのޙ、東ଆの調査区（̠̎区）の調査を̔月６日に։࢝した。̠̍区同༷、ま

ず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。なお、̠̎区の۷土

で̠̍区の埋Ίしを行った。調査の݁Ռ、島畑６基（,̍区と同一の島畑̐基をؚむ）、溝ঢ়遺

構６（̠̍区と同一の溝ঢ়遺構̎をؚむ）を検出した。また、島畑のほ΅上面で下層遺構とし

て溝̍とম土３か所を検出した。調査がおおむねऴྃした10月10日にۭ中ࣸਅࡱӨを行った。

そのޙ、ਤ面等のิۀ࡞を行い、調査は10月30日にऴྃした。

̡۠ͷ調査ܦա　̡地区は当初、辺約108̼、北辺約28̼、南辺約52̼のۣ形の調査区予

ఆしていたが、北東ଆ1,600㎡の調査をࠃ土ަ通লのෛ୲で࣮ࢪすることになったたΊ、ٸᬎ調

査区をׂすることになった（̡̍～̡３区）。北東ଆの調査区（̡̎区）にͭいては、一ൠࠃ道24

号城陽̞̘関࿈寺田地区վྑ事ۀとして、平成27年に調査を行い、すでに報告ࡁで͋
ㅭ㉅̔ㅮ

る。平成

26年は̡̍区をରとして、調査は̐月25日に։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを

行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、島畑̐基、溝ঢ়遺構３などを検出した。ま

た、島畑の上面で古墳時代初಄の遺構として溝̍、土坑̍基、不明遺構̑か所などを検出した。

上層遺構ならͼに中層遺構の調査がおおむねऴྃした̔月27日にۭ中ࣸਅࡱӨを行った。これら

の調査とฒ行して、島畑のஅちׂりを行ったとこΖ、下層から縄文土器が出土した。このたΊ、

遺構面の༗ແやそのがりを確認するたΊのஅちׂり調査を行った。その݁Ռ、下層遺構がが

るとࢥわれる調査区の南半部をରにॏ機による堆積層の۷を９月̐日から։࢝した。その݁
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Ռ、ম土̍か所、溝̍、土器ཷまり̍か所などを検出した。これらの遺構からはଟの縄文土

器片が出土した。下層遺構の調査をऴ͑ると、࠷下層に֘当する遺物をؚむ流路ঢ়遺構の検出に

向͚て、ॏ機による۷を10月９日に։࢝した。࠷下層遺構として流路ঢ়遺構̍を確認し、ଟ

の縄文土器やᓄのະ成品、ࣗવ木などが出土した。これらの遺物のऔ上͛やશࣸܠਅࡱӨなど

を行い、調査は10月30日にऴྃした。なお、̡３区の調査は平成27年に࣮ࢪした。

̣۠ͷ調査ܦա　̣地区は、調査前に事用流用土が仮置きされていたたΊ、調査Մなൣ

ғをରとして、「̡」ࣈঢ়の調査区（̣̍区）を設ఆし調査にணखした。調査は̡地区と同じ̐

月25日に։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。

その݁Ռ、上層遺構として島畑̐基、溝ঢ়遺構３などを検出した。また、島畑の上面などで、

下層遺構として弥生時代の溝̍、土坑３基などを検出した。これらの遺構の調査がおおむねऴ

ྃした７月25日にۭ中ࣸਅࡱӨを行った。そのޙ、அଓతに遺構ਤの࡞成や遺物のऔり上͛を行

い、̔月̑日に̣̍区の調査をऴྃした。̣̍区の調査の݁Ռ、事用流用土の仮置き部にͭ

いても調査を行うඞ要が生じたことから、西日ຊߴ道路株式会社による流用土のఫڈをって、

̔月21日から̣̎区の調査を։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、人ྗによ

るਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、̣̍区の調査で確認した島畑や溝ঢ়遺構のԆ部を検出した。ま

た、下層遺構として弥生時代の溝̍、土坑̔基Ҏ上などを検出した。これらの遺構の調査がお

おむねऴྃした12月３日にۭ中ࣸਅࡱӨを行った。そのޙ、ਤ面のิや遺構のࣸਅࡱӨなどを

行い、調査は12月̑日にऴྃした。

̙̏۠ͷ調査ܦա　̙３区は周ғでの事がਐんでいる地点がରとなったたΊ、調査前の

ঢ়گとしては事にう土や地൫վྑ等が行われていた。調査は11月̐日に։࢝した。調査に

͋たっては、事にう土などをॏ機でআڈしたޙに、ຊདྷのද土や堆積層のআڈを行い、さ

らにそのޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、島畑６基、溝ঢ়遺構６などを検出した。

人ྗによるਫ਼査をਐΊると、島畑の上面や溝ঢ়遺構のఈで土৭のม化が認ΊられたたΊ、下層遺

構とஅした。調査の݁Ռ、古墳時代初಄の溝で͋ることが明らかになった。上層遺構の調査が

おおむねऴྃした̍月21日と、下層遺構の調査がおおむねऴྃした̎月20日に、それͧれۭ中ࣸ

ਅࡱӨを࣮ࢪした。下層遺構のۭ中ࣸਅࡱӨޙはਤ面のิや遺物のऔ上͛などを行い、調査は

̎月26日にऴྃした。

ᶄਫओਆࣾ౦遺跡第̒࣍調査

̗̐۠ͷ調査ܦա　平成24・25年に調査を࣮ࢪした̗̍区と̗３区の間に位置する調査区で

͋る。調査は12月15日に։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、人ྗによるਫ਼

査を࣮ࢪした。その݁Ռ、島畑̎基と溝ঢ়遺構̍を検出した。これらをରとして̍月25日に

ۭ中ࣸਅࡱӨを࣮ࢪした。また、調査区のஅちׂりを行ったとこΖ、下層に୩ঢ়の落ちࠐみが存

在することを確認するとともに、土器のࡉ片が出土する溝ঢ়の遺構を確認した。このたΊ、࠶

ॏ機をೖして島畑を構成する堆積土をআڈし、下層遺構の調査を行った。その݁Ռ、弥生時代

の溝̍と縄文時代晩期の土器片が出土する୩ঢ়の地形を確認した。これらの遺物のऔり上͛や
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記録等を行い、̎月26日に調査をऴྃした。

ʢ̎ʣฏ�7調査ͷܦա

ᶃԼਫओ遺跡第࣍̕調査

̝۠ͷ調査ܦա　̝地区の調査に͋たっては、ഉ土置きを確อからస調査とし、北ଆの

調査区（̝̍区）からணखした。調査は̑月18日に։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを

行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、島畑̐基、溝ঢ়遺構̐などを検出した。ま

た、調査区の北ۙの溝ঢ়遺構のఈ面に土৭のม化が認ΊられたたΊ、一部をஅちׂったとこ

Ζ෯̼̐前ޙ、ਂさ̼̍Ҏ上の溝の存在を確認した。出土した土器片から弥生時代ऴ期の溝と

考͑られたたΊ、この溝（̨̙25）を下層遺構とஅした。上層遺構の調査がおおむねऴྃした̔

月６日にۭ中ࣸਅࡱӨを行い、そのޙ、下層遺構の調査にணखした。下層遺構としては上記̨̙

25のほか、縄文土器が出土する落ちࠐみ（̨̭37・39）の調査を࣮ࢪした。また、̔月10日から̝

̍区の一部を埋Ίしͭͭ、南ଆの調査区（̝̎区）のॏ機による۷を̔月24日に։࢝した。ॏ

機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、島畑３基、溝ঢ়遺

構３（うち̍は̝̍区と同一のもの）などを検出した。この間、̨̭37にͭいては̔月29日࡞

しࢪし、̝̎区のഉ土置きとした。また、̝̎区の調査とฒ行して̨̙25の調査を࣮ྃをۀ

た。̨̙25は遺構の۷ۀ࡞、遺物の検出ۀ࡞をऴ͑、９月29日と10月̎日にશࣸܠਅࡱӨを行

った。遺物のऔり上͛を行い、۷ঢ়گの記録ۀ࡞をऴ͑たと考͑たたΊ、̨̙25を埋Ίす࡞

したとこΖ、̨̙25の東で方形組合せ木製品が出土した。方形組合せ木製品にͭいて࢝を։ۀ

は、記録ۀ࡞を行うとともに、そのऔり上͛方法を検౼したが、出土地点のঢ়گや調査期間等の

関上、現地で記録をとりながらղମしてऔ上͛ることとした。方形組合せ木製品は10月19日に

औ上͛、そのิޙ調査を行って、̨̙25の埋Ίしۀ࡞を࠶։し、10月22日に̨̙25をؚむ̝

̍区の埋Ίしがྃした。なお、)̎ 区のॏ機۷は、̝̍区で検出した̨̙25や̨̭37・39

の調査のਐにい、அଓతに࣮ࢪしたたΊ、10月26日にྃした。̝̎区で検出した遺構の調

査がおおむねऴྃした11月10日にۭ中ࣸਅࡱӨを行った。そのޙ、ਤ面のิや遺構のࣸਅࡱӨ、

下層遺構の確認ۀ࡞などを行いͭͭ、調査区の埋Ίしを行い、11月19日に調査をऴྃした。

̡̏۠ͷ調査ܦա　調査は̑月18日に։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、

人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、溝ঢ়遺構̍を検出した。この溝ঢ়遺構は同時に࣮ࢪさ

れた下水主遺跡第̔次調査の̡̎区で検出された溝ঢ়遺構̨̙46のԆ部に当たる。平面なら

ͼに土層அ面の記録ۀ࡞を行ったޙ、एׯの中அ期間をڬんで、６月25日にはશࣸܠਅのࡱӨを

行い、６月29日に調査をऴྃした。

̚̕ɾ̚1�۠ͷ調査ܦա　調査は11月̑日に̚９区から։࢝した。まず、ॏ機でද土や堆積

層のআڈを行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、島畑̍基と溝ঢ়遺構̎を検出し

た。これらのશࣸܠਅは12月̔日にࡱӨした。また、12月̔日から̚10区のॏ機۷を։࢝した。

しかし、ର地内にコンΫリーτ༴นが存在したたΊ、これをআڈして調査を行うことになった

たΊ、人ྗによる調査։࢝は平成28年̍月７日に։࢝した。一方、̚９区では、島畑部の۷下
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͛を行い、溝̍等を検出した。平成28年̍月19日に̚９区・̚ 10区のશࣸܠਅのࡱӨを行った。

その９̚、ޙ区にͭいてはॏ機をൖೖしてさらに下層遺構の༗ແを確認したとこΖ、溝̎や土

坑などを確認したたΊ、これらの記録ۀ࡞を行った。これらのશࣸܠਅを̍月26日にࡱӨし、さ

らに下層遺構の༗ແを確認するۀ࡞を行ったのち、埋Ίしを行い、̎ 月̐日に調査をऴྃした。

ᶄਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍調査

̙۠ͷ調査ܦա ņ̙ 地区は、新名神ߴ道路備事ۀにう事が࢝まるҎ前に、ݩの水田

面から̼̎ほどの土が行われていたたΊ、西日ຊߴ道路株式会社のྗڠにより、水田面の

上まで土のআڈを行っていただいたޙに調査を։࢝した。調査は11月24日に։࢝した。まず、

ॏ機でද土や堆積層のআڈを行ったޙ、人ྗによるਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、島畑̎基、溝ঢ়

遺構̎を検出した。これらの遺構の調査がおおむねऴྃした平成30年̍月̔日にۭ中ࣸਅࡱӨ

を行った。そのޙ、下層遺構面に向͚て島畑部の۷り下͛を人ྗで行い、ਫ਼査を࣮ࢪした。そ

の݁Ռ、中層遺構として溝̍・土坑ঢ়遺構̑基などを検出した。これらの遺構の調査をऴ͑る

と、̍月22日にશࣸܠਅのࡱӨを行った。そのޙ、ॏ機をൖೖにしてかさらに島畑を۷り下͛、

ਫ਼査を࣮ࢪした。その݁Ռ、溝̍を検出した。これらの調査がおおむねऴྃした̎月̐日にۭ

中ࣸਅࡱӨを行い、एׯのิۀ࡞を行って、̎月̑日で調査をऴྃした。なお、この調査区に

ͭいては埋Ίしۀ࡞は࣮ࢪしなかった。

̏ʣ報告ॻ࡞ۀ࡞ʹ͍ͭͯ

下水主遺跡・水主神社東遺跡の報告書の࡞成に͋たっては、調査のऴ͑た調査区からॱ次、

理ۀ࡞にணख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、記や合を行った。今ճ報告する調査区では、下水主遺跡と水主神社東遺跡合わせて、

理ശにして103ശの遺物が出土した。これらの遺物には、縄文時代晩期から平҆時代までの土

器類のほか、木製品や石器類などが͋る。記等がऴྃすると、報告書にࡌܝすき遺物をબ別

し、࣮測や拓ຊを行った。

報告にう遺構ਤは、現地で࡞成した࣮測ਤをもとに、原ଇ、調査区の遺構置ਤはॖई

1/500、島畑平面ਤはॖई1/200、土層அ面ਤはॖई1/100、溝はॖई1/100で、土坑・柱穴等はॖ

ई1/40・1/20で、また、遺物出土ঢ়گਤはॖई1/20で、それͧれ࡞成した。

ຊ報告書に関する基ຊతな理ۀ࡞等は平成28年までにऴ͑、平成29年は、遺物࣮測ਤの

τϨーεや遺物のࣸਅࡱӨのほか、報告書のຊ文ࣥ筆や遺物؍දの࡞成、ฒͼに報告書の編集

した遺物や破片ݩした。෮ࢪを࣮ݩによる෮ߣを行った。࣮測した遺物の一部にͭいては石ۀ࡞

ࡌܝऴతにຊ報告に࠷、した。なおࡌܝӨを行い、遺物ࣸਅਤ൛としてࡱྉにͭいては、ࣸਅࢿ

した遺物は546点で͋る。

ຊ報告は、現地調査を୲当した岡﨑研一・筒井崇史・山﨑美輪（現京田辺市ڭҭҕһ会）・渡ᬒ

拓也（現Ӊ࣏市所）、桐井理揮（現京都府ڭҭҕһ会）がࣥ筆し、શମの文ষの調等を筒井が行

った。          　　（筒井崇史）
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ද３　下水主遺跡調査地区別一ཡද（新名神ߴ道路備事ۀ）

調査年 調査次 調査地区 調査区 調査期間 調査面積 報告書

平成 24 年 第̍次 ̗地区 ̗̍区 　2012.5.23 ～ 2013.3.8 1,070㎡　
ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

̘地区 ̘̍区 　2012.10.9 ～ 2013.1.30 700㎡　
ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

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

第 167 冊（2016）

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

平成 25 年 第̐次 ̖地区 　2013.10.4 ～ 2014.2.27 940㎡　
ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

̗地区
̗̍区 　2013.11.1 ～ 2014.2.27 330㎡　

ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

̗̎区 　2013.11.25 ～ 2014.2.27 580㎡　
京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

̘地区 ̘̎区 　2014.1.20 ～ 2014.2.27 200㎡　  
ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

̙地区

̙̎・̙̐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அ期間͋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・̐̚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）

̚７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）

̛地区

̛̍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）

̛̐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）

̛７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）

̛９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）
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ද̐　水主神社東遺跡調査地区別一ཡද（新名神ߴ道路備事ۀ）

調査年 調査次 調査地区 調査区 調査期間 調査面積 報告書

平成 23 年 第̍次 ̖地区 ̖̍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 ̗̍区 　2012.5.23 ～ 2012.8.7 200㎡　 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 ̘̍・̘̎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 ̗̐区 　2014.11.19 ～ 2015.2.27 590㎡　 ຊ報告書

平成 27 年 第７次 ̙地区 　2015.11.24 ～ 2016.2.5 1,280㎡　 ຊ報告書

調査年 調査次 調査地区 調査区 調査期間 調査面積 報告書

平成 25 年 第̐次 ̜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㎡　
ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

̗地区 ̗̍・# ̎区 　2014.4.9 ～ 2014.6.13 400㎡　
ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

̘地区 ̘３区 　2014.4.22 ～ 2014.5.30 600㎡　
ʰ京都府遺跡調査報告集ʱ
第 173 冊（2018）

̙地区 ̙３区 　2014.11.5 ～ 2015.2.27 2,050㎡　 ຊ報告書

̞地区 　2014.4.21 ～ 2014.7.15 900㎡　 ຊ報告書

̟地区 　2014.6.18 ～ 2014.12.5 2,590㎡　 ຊ報告書

̠地区
̠̍区 　2014.4.23 ～ 2014.8.5 1,660㎡　 ຊ報告書

̠̎区 　2014.8.6 ～ 2014.10.30 1,460㎡　 ຊ報告書

̡地区 ̡̍区 　2014.4.25 ～ 2014.10.30 2,620㎡　 ຊ報告書

̣地区 　2014.4.25 ～ 2014.12.5 2,420㎡　 ຊ報告書

平成 27 年 第７次
̚地区

̚９区 　2015.11.5 ～ 2016.2.3 365㎡　 ຊ報告書

̚ 10 区 　2015.12.8 ～ 2016.2.3 115㎡　 ຊ報告書

̡地区 ̡３区 　2015.5.18 ～ 2015.6.29 110㎡　 ຊ報告書

̝地区
̝̍区 　2015.5.18 ～ 2015.10.19 1,500㎡　 ຊ報告書

̝̎区 　2015.8.24 ～ 2015.11.19 1,170㎡　 ຊ報告書
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̐ ɽ調 査 ͷ ํ ๏

̍ʣ調査ͷํ๏

調査に͋たっては、̖地区、̗地区などの調査地区を設ఆし、その地区内に࣮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にもとづいて地区

ׂを設ఆした（３項ࢀর）。

調査։࢝に͋たっては、まず、調査区の設ఆおよͼ基४点の設置ۀ࡞を行った。そのޙ、遺構

面上までॏ機でද土をআڈし、さらに人ྗによる遺物แؚ層の۷、遺構面のਫ਼査ۀ࡞を行っ

て遺構の検出にΊた。検出した遺構は、その位置をॖई1/100の平面ਤに記録しながら、ॱ次、

、をऴ͑ると、ඞ要にԠじてॖई1/10ないし1/20の平面ਤやஅ面ਤを行った。遺構の۷ۀ࡞۷

͋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அ面などの記録ࣸਅのࡱӨを行った。遺構面શମの調査をऴ͑ると、調査区͝とにશࣸܠਅ

をࡱӨした。さらにඞ要にԠじてۭ中ࣸਅとそれによるਤ化ۀ࡞を࣮ࢪした。

また、下層遺構を確認した合、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として֤調査区͝とに̍番から通し番号を͚ͭ、遺構のੑ֨をࣔすུ号

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

した。用したུ号は、土坑：̨̠、溝：̨̙、柱穴・ϐοτ：̨̥、不明遺構：̨̭、氾濫流

路̧̣、୩ঢ়地形：̣ ̫で͋る。ຊ報告で用した遺構番号は原ଇとして調査時のもので͋るが、

調査時に番号のなかった遺構にͭ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号金尾ަࠩ点վྑ事
ㅭ ㉅ ９ ㅮ

ま࢝の調査報告にۀ

る島畑の通し番号を༩した。なお、島畑番号の初出時に調査時の遺構番号も合わせてࣔした。

̎ʣ調査۠ͷઃఆ

調査ର地が大で͋ることから、調査ର地をいくͭかの調査地区にׂして調査をਐΊる

ことにした。この調査地区名は、平成24年調査で一部用をはじΊたが、平成25年の調査に

して、ຊ֨తに設ఆした。この「調査地区」は現行の市道等で区したもので、面తなۭ間をࡍ

さし、̖地区、̗地区、ʜʜ、̡地区、ʜʜというように、ΞルϑΝϕοτで呼ぶこととした。

この中に࣮ࡍに調査を࣮ࢪした「調査区」を設ఆし、ෳの調査区が͋る合は̠̍区、̠̎区

と、ΞルϑΝϕοτとࣈの組み合わせでදすこととした。したがって、「˓地区」と「˓˓区」

は、ҟなるものをさす区名称で͋る。ただし、調査区が̍ͭしかない合は、「˓地区」とい

う名称を用した（第３ਤ）。

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

ຊମとࢪにい۷される部を、また、土部にͭいては、࣮ࡍの道路෯のൣғにݶって

発۷調査を行い、下層遺構等が検出された合にඞ要にԠじて土造成ൣғまで調査区を֦ுす

ることとした。
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第３ਤ　調査区置ਤ（1/6,000）
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第̐ਤ　下水主遺跡・水主神社東遺跡શମ地区ׂਤ（1/6,000）
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なお、平成26年Ҏ߱は、平成25・26年の京都府ڭҭҕһ会の۷ࢼ調査等の݁Ռ、下水主遺

跡のൣғが北にがったことから、新たな調査地区をՃした。

調査区͝との調査期間や調査面積にͭいては、ද３・̐にまとΊた。

̏ʣׂ۠ͷઃఆ

城陽+$T・*$の建設にう発۷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位

置を記録するతで、ର地શମ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શମに100̼࢛方の大区ըを設ఆした（第̐ਤ）。大区ըの基४ઢは南北・東西とも

�ඪ系に一கさせ、9࠲土ࠃɻ 127,200、:�ɻ 21,500をى点とし、東西方向は東から̍、̎、３、

ʜʜとし、南北方向は北から̖、̗、$とし、྆者のަ点を"1、#2、ʜʜ、̝4、などとした。

大区ըの地区名は100̼方؟の南東۱のަ点の名称でදすものとした。この大区ըの一辺を25等

して̐m࢛方の方؟を設ఆし、খ区ըとした（第̑ਤ）。খ区ըの基४ઢもࠃ土࠲ඪ系と一கさ

せ、東西方向は東から̍、̎、３、ʜʜʜ、25とし、南北方向は北から̰、̱、̲、ʜʜ、yとし、

྆者のަ点を̰1、̱1、̲3、͈25などとした。খ区ըの地区名も̼̐方؟の南東۱のަ点の名

称でදすものとした。:࣠ 。ඪの下ܻ̎でදすと、̍ϥΠンは00̼、25ϥΠンは96mに当たる࠲

また、9࣠ ඪ系にも࠲土ࠃ。ඪの下ܻ̎でදすと、̰ϥΠンは04̼、yϥΠンは00̼に当たる࠲

とづく地区名は「(4ɻ r9区」のようにද記する。

なお、城陽+$T・*$の建設にう発۷調査では、ଟの調査区を設͚ているが、100̼をӽ͑

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

報告に͋たっては、島畑をはじΊ֤遺構が検出された地区名を明記したが、遺構のنが大き

いものにͭいては、一部の地区名に代දさせてද記した。また、ݸʑの遺構ਤにはখ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をふま͑て、調

査ର地શମの基ຊతな層ংにͭい

て報告する。また、ݸʑの調査区の

層ংにͭいては、֤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ར用は基ຊతに、

水田、もしくは水田面よりも̼̍前

まりをར用した畑地ߴくなったߴޙ

ががっていた。ޙ者が、いわΏる「島第̑ਤ　খ地区ׂ֓೦ਤ
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畑」で͋る。城陽市に所在する島畑では、ߐ戸時代から大ਖ਼時代にか͚てൣғに໖やՌथഓ

などが行われていた。寺田地区のࠃ道24号（大ٱอόΠύε）よりも西ଆには、現在も寺田ΠϞや

ΠνδΫなどのഓを行う島畑がଟく存在している。また、文化ிのʰྛ水産ۀに関࿈する文

化త؍ܠのอޢに関する調査研究 （ɦ平成15年）では、「畑地؍ܠ」の種別で、 城陽市所在の「木

流Ҭの島畑」が͛ܝられている。

調査ର地周辺には、ࠃ道24号（大ٱอόΠύε）や京ಸࣗಈं道城陽ΠンターνΣンδなど

が͋り、これらとฒ行もしくはަࠩするように新名神ߴ道路ならͼに城陽+$T・*$が建設され

ることになった。

次に現在の水田面のඪߴにいて確認しておきたい。南北方向にݟて行くと、下水主遺跡̤地

区ۙで15.0̼、同̡地区ۙで14.6̼、同̝地区ۙで15.4̼、同%地区ۙで15.7̼、同̗地

区ۙで16.0mで͋る。一方、東西方向にݟて行くと、水主神社東遺跡̘地区ۙで15.6m、同

̖地区ۙで15.6̼、下水主遺跡̙地区ۙで15.7̼、同̛地区西で15.6̼で͋る。現水田面

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

かってঃʑにߴくなる。そして、木に࠷もۙい下水主遺跡̗地区ۙが࠷もߴくい。一方、

東西方向では、͋まり大きなม化がݟられず、おおむね平ୱで͋る。Կれにしても下水主遺跡̗

地区ۙがもともߴくなることがࢦఠできる。

次に第６ਤにࣔした柱ঢ়ਤをもとに調査ର地の土層のঢ়گにͭいて֓؍する。おおむね現水

田にうްさ10～20Dmほどの࡞ߞ土やচ土が認Ίられる。この下に୶ԫ৭࠭層・ઙԫ৭࠭層・

੨փ৭࣭࠭土などの࠭層を主ମとする堆積層が͋る。これらは調査地点によってްさがҟなる（20

～80Dm）ほか、࠭層が確認されなかった調査地点も͋る。この࠭層は木の氾濫等によるもの

とਪఆされるが、࠭層の堆積した時期やճなどのৄࡉは不明で͋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土が堆積する。これらは島畑の溝ঢ়遺構に堆

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

と島畑が検出される。

島畑は土層அ面の؍によると、中世前半（13世ل前ޙ）に形成され、おおむね同一地点で、溝

の堆積土を۷し、それを島畑の上部にり上͛ることを܁りฦしていたことが明らかになって

いる。島畑は、中世に形成されたޙ、ۙ 世の͋るஈ֊までܧଓしてӦまれたようで͋る。そのޙ、

島畑の周ғにがる溝ঢ়遺構が、洪水等にう࠭層やシルτ࣭系の堆積土によって埋すると、

島畑の周ғが水田にม化していったと考͑られる。

初期の島畑のଟくは、それҎ前から存在するൺֱత҆ఆした地層をりࠐんで溝ঢ়遺構を形成

し、いわば҆ఆした地層を۷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

も初期の島࠷。փԫ৭೪࣭土・Φリーϒփ৭シルτなどの೪࣭土やシルτが主ମとなる҉・࠭ࡉ

畑上面のඪߴは、水主遺跡̤地区ۙで14.0̼、同̡地区ۙで13.6̼、同̝地区ۙで14.1̼、

同̛地区西で14.5̼、同̙地区ۙで14.5̼、同̗地区ۙで14.7mで͋る。一方、水主神社東

遺跡̘地区ۙで14.4m、同̖地区ۙで14.4̼、同̗地区ۙで14.8̼で͋る。したがって、島



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-ùù-

第
６

ਤ
　

調
査

地
基

ຊ
層

ং
柱

ঢ়
ਤ（

1/
50

）



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-ù３-

畑の上面のඪߴは、おおむね現水田面のඪߴにରԠしたߴࠩをಡみऔることができる。このこ

とは、島畑形成当時のখنな地形のى෬が現在の水田面の形成に、ଟ少なりともӨڹを༩͑て

いることをࣔしているとい͑る。

とこΖで、島畑は҆ఆした地層を۷りして形成されるたΊ、島畑の上面、もしくは島畑の上

部を10～30Dm۷り下͛ることで下層の遺構が検出される合が͋る。ここで検出される遺構の

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

ؚ層が確認されることは͋まりଟくないが、̖地区の調査ではଟ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、縄文時代のچ地

形を検出した。

փԫ৭೪࣭土・Φリーϒփ৭҉・࠭ࡉに、ઌにもふれたが、基൫層はփԫ৭シルτࠞじりޙ࠷

シルτなどの೪࣭土やシルτで͋る。この೪࣭土やシルτの下層のঢ়گを確認するたΊ、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அちׂり等を࣮ࢪして੨փ৭೪土を

確認した。੨փ৭೪土の上面はおおよそඪ12.5̼～12.0ߴで͋ることから、上ड़のԫ৭系೪࣭

土が形成されるҎ前の水成堆積による೪土層と考͑られる。

（筒井崇史）
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̑ ɽԼ ਫ ओ 遺 跡 第 ̒ ࣍ 調 査

̍ʣ͡Ίʹ

ຊઅは平成26年に調査を࣮ࢪした下水主遺跡第６次調査のうち、̞～̡・̣地区の֤調査区

にͭいて報告する。ここで報告する֤調査区の調査の݁Ռ、中世に形成された島畑を29基検出し

た。また、縄文時代から古墳時代にか͚ての氾濫流路や溝、土坑などの遺構を検出し、遺跡の֓

要を明らかにすることができた（第７・94ਤ）。第６次調査ではൣғにわたって調査を行ったこ

とも͋り、大きな成Ռを͋͛ることができたが、いずれの調査区においても集落のようすなどが

明らかにできるような遺構を検出しなかった。     　　（筒井崇史）

̎ʣ̞ ۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

平成25年に調査を࣮ࢪした̚地区（̔̚区）の北ଆに位置し、શ約100̼、෯９̼前ޙで「く」

はおよそ15.4̼で͋る。現地ߴな調査区で͋る（第̔ਤ）。現地ද面のඪڱঢ়をఄするඇৗにࣈ

ද下約1.3̼で島畑̑基、溝ঢ়遺
ㅭ ㉅ 1 0 ㅮ

構６を検出した。また、調査区の一部をஅちׂったとこΖ、

縄文時代Ҏ前とਪఆされる༗機物層を確認した。調査面積は900㎡で͋る。出土した遺物は理

ശにしてわずか̍ശで͋る。

基ຊతな層ংにͭいて、第11ਤでઆ明すると、࡞ߞ土で͋る҉Φリーϒ৭ࠞ࠭ࡉじり೪࣭土

（̍層）の下層には、ԫփ৭ないしփԫ৭をఄする࠭ࡉないし中ཻ （࠭̎・７層）が0.5～̼̍ほど

堆積している。ৄࡉな時期は不明で͋るが、ۙ世Ҏ߱の洪水等による堆積と考͑られる。これら

をআڈすると、島畑と溝ঢ়遺構の堆積層を確認することができる。島畑は基൫層で͋るփΦリー

ϒ৭೪土（23層）の上部に島畑の土と考͑られるփΦリーϒ৭・҉փ৭・Φリーϒփ৭・੨փ

৭などの೪土ないし೪࣭土が水平もしくは土の୯位などの層ংとして認Ίられる。溝ঢ়遺構の

ないしඍ࠭ࡉ上層にはփΦリーϒ৭ないし҉Φリーϒ৭をఄする࠷ （࠭６・11層）が堆積し、̎・

７層と同༷、洪水等による堆積と考͑られる。これらの下層はΦリーϒփ৭・փΦリーϒ৭・փ

৭・փ৭などをఄする೪土やシルτなどがおおむね水平に堆積している。

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ౡാ�4ʢ̨̭��ʣ（第12ਤ）　調査区の南で検出した（(4ʵu11区ほか）。東西方向とਪఆされ

る島畑の北西֯ۙを検出した。島畑のஅ面؍（第９ਤ）によると、基൫層で͋るΦリーϒփ৭

೪土（27層）の上部にփ৭ૈཻ （࠭16層）、҉Φリーϒփ৭シルτࠞじりཻࡉ （࠭17層）、੨փ৭シ

ルτ（23層）のように水平の層ংが認Ίられることから、27層を基൫に形成された島畑の上部に

土等を܁りฦし行い、島畑がঃʑにߴくなっていったと考͑られる。࠷初期の島畑のنは、東

西5.1̼、南北8.9̼、ߴさ0.3̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ13.7̼で͋る。島畑にう

ૉ۷り溝は検出しなかったが、அ面؍では、ૉ۷り溝が認Ίられた（24・25層）。遺物はಃ器片

などが出土したものの島畑の時期は不明で͋る。ଞの島畑と同じ中世のものとਪఆされる。

ౡാ��ʢ̨̭�4ʣ（第13ਤ）　調査区の南半部で検出した（(4ɻ r9区ほか）。東西方向の島畑の一
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第７ਤ　下水主遺跡第̍～９次調査遺構置ਤ（1/2,500）
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部の検出にとどまる。島畑のஅ面؍（第10ਤ）によると、基൫となるփΦリーϒ৭シルτ（28層）

の上部に、島畑の形ঢ়にԊうようにփന৭೪࣭土（27層）、փന৭೪࣭土（26層）、փ৭シルτ（22層）

փΦーリϒ৭シルτ（20層）、փ৭シルτ（18層）の層ংが認Ίられる。島畑にॱ次、土をしてい

ったことをうかがわせる。࠷

初期の島畑のنは、検出

3.7̼、基部෯1.7～2.0̼、上

面෯0.8～1.5̼、ߴさ0.6～0.8

̼で͋る。島畑上面のඪߴは

およそ14.0̼で͋る。ඇৗに

෯がڱいたΊ島畑ではなく、

ཬ道等のՄੑも͋るもの

の、城陽市Ҭにお͚るཬܕ

地ׂりの෮原では௶ڥに一க

しない。島畑にうૉ۷り溝

は検出しなかった。遺物の出

土がなかったたΊ島畑の時期

は不明で͋る。ଞの島畑と同

じく、中世のものとਪఆされ

る。

ౡാ��ʢ̨̭��ʣ（第13ਤ）

　調査区のほ΅中ԝで検出し

た（(4ʵm7区ほか）。東西方

向の島畑の一部の検出にとど

まる。島畑のஅ面؍（第11

ਤ）によると、基൫層で͋る

փΦリーϒ৭೪土（23層）の上

部にփΦリーϒ৭೪࣭土（83

層）、҉Φリーϒ৭೪࣭土（82

層）、҉Φリーϒ৭೪࣭土（79

層）、փΦリーϒ৭೪࣭土（85

層・86層）、҉Φリーϒ৭೪

࣭土（78層）のように水平の層

ংが認Ίられることから、23

層を基൫に形成された島畑の

上部に土等を܁りฦし行い、第̔ਤ　̞地区遺構置ਤ（1/500）
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第９ਤ　̞地区東น土層அ面ਤ （̍1/100）

島畑がߴくなっていったと考͑られる。࠷初期島畑のنは、検出4.3̼、基部෯13.0̼、上面

෯11.1̼、ߴさ0.7̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ14.1̼で͋る。֤島畑の上面では３のૉ

۷り溝を検出した（̨̙15～17）。ૉ۷り溝は検出3.6～4.5̼、検出෯0.3～0.45̼、ਂさ0.1～

0.25̼で͋る。遺物は島畑の上面ਫ਼査時にנ器やಃ器のখ片が少量出土したのみで、ૉ۷り溝か

ら遺物は出土しなかった。時期は中世前半とਪఆされる。

ౡാ�7ʢ̨̭��ʣ（第14ਤ）　調査区の北半部で検出した（(4ʵh６区ほか）。東西方向の島畑の

一部の検出にとどまる。島畑のஅ面؍（第11ਤ）によると、基൫層で͋るփΦリーϒ৭೪土（23層）

の上部にփΦリーϒ৭೪࣭土（59層）、҉փ৭೪土（55層・54層）、҉Φリーϒ৭೪࣭土（52層）の

ように水平の層ংが認Ίられることから、23層を基൫に形成された島畑の上部に土等を܁りฦ

し行い、島畑がߴくなっていったと考͑られる。࠷初期の島畑のنは、検出4.4̼、基部෯

9.6̼、上面෯7.3̼、ߴさ0.7̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ14.1̼で͋る。島畑の上面では

̎のૉ۷り溝を検出した（̨̙13・14）。ૉ۷り溝は検出4.0～4.3̼、検出෯0.35～0.5̼、ਂ

さ0.1～0.15̼で͋る。遺物は島畑上面のਫ਼査中に土師器や須恵器、נ器のখ片などが出土したの

みで、ૉ۷り溝から遺物は出土しなかった。時期は中世前半とਪఆされる。

ౡാ��ʢ̨̭�1ʣ（第14ਤ）　調査区の北で検出した（(4ɻ E5区ほか）。東西方向の島畑の一部

の検出にとどまる。島畑のஅ面؍（第11ਤ）によると、基൫層で͋るփΦリーϒ৭೪土（23層）の

上部にփΦリーϒ৭೪土（32層・31層）、Φリーϒփ৭೪土（27層）、҉Φリーϒփ৭೪土（24層）が

認Ίられるが、ほかの島畑の層ংとはҟなり、͋まり水平になっていないたΊ、土の୯位をࣔ

しているのかもしれない。࠷初期の島畑のنは、検出3.5̼、基部෯4.9̼、上面෯2.6̼、ߴ

さ0.7̼前ޙで͋る。島畑上面のඪߴはおよそ14.1̼で͋る。島畑にうૉ۷り溝は検出しなかっ

た。遺物は島畑上面のਫ਼査時や土の۷時に土師器や須恵器、נ器など出土した。時期は中世
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第10ਤ　̞地区西น土層அ面ਤ（1/100）

前半で͋る。

調査区の北、島畑58の北ଆで検出した（(4ʵb5区ほか）。東西方　（第14ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

向の溝ঢ়遺構の一部の検出にとどまる。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第11ਤ）によると、基൫層で

͋るփΦリーϒ৭೪土（23層）の上部にはΦリーϒփ৭೪土（21層）やփ৭೪土（15層）などの೪土の

堆積が認Ίられる。これらは南ଆの島畑68にお͚る上方のり上͛にରԠした堆積をࣔしてい

る。検出1.0̼、検出෯3.6̼、ਂさ0.8̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.3mで͋る。遺物は埋

土から土師器やנ器、࣭נ土器、ಃ器などのほか、弥生土器のᙈのఈ部なども出土した。時期は

中世前半で͋る。
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第11ਤ　̞地区東น土層அ面ਤ （̎1/100）
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第12ਤ　̞地区島畑54平面ਤ（1/200）

調査区の北半部、島畑57と58の間で検出した（(̐ʵe6区ほか）。東　（第14ਤ）�7̨̙ߏঢ়遺ߔ

西方向の溝ঢ়遺構の一部の検出にとどまる。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第11ਤ）によると、基൫

層で͋るփΦリーϒ৭೪土（23層）の上部には、փ৭シルτ（44層）、҉փ৭೪土（43層）、փ৭

シルτ（41層）、҉Φリーϒ৭シルτ（42層）、փ৭シルτ（40層・39層）、҉Φリーϒփ৭シルτ（38

層）、ࠇ৭シルτ（46層）などのシルτや೪土の堆積が認Ίられる。これらはほ΅水平で͋る。

また、別に溝ঢ়の堆積（҉੨փ৭ඍ࠭～೪࣭土、48層）も認Ίられる。また、島畑の土の一部の

堆積としてփΦリーϒ৭೪土（45層）、փΦリーϒ৭೪土（34層・33層・31層）、҉Φリーϒ৭೪土

（57層）、҉੨փ৭೪土（56層）などが考͑られる。検出4.2̼、検出෯11.4̼、ਂさ0.7̼で͋る。

溝ఈのඪߴはおよそ13.4mで͋る。遺物は土師器や須恵器、נ器、࣭נ土器などが出土した。時

期は中世前半で͋る。

りで、島畑56と島畑57の間で検出しد調査区の中ԝ、やや北　（第13・14ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

た（(̐ʵj7区ほか）。東西方向の溝ঢ়遺構の一部の検出にとどまる。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第

11ਤ）によると、基൫層で͋るփΦリーϒ৭೪土（23層）の上部には、փΦリーϒ৭೪࣭土（72層）、

҉Φリーϒփ৭೪࣭土（71層）、Φリーϒࠇ৭シルτ（64層）、ࠇ৭シルτ（63層）、Φリーϒࠇ৭
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第13ਤ　̞地区島畑55・56平面ਤ（1/200）

シルτ（70層）などのシルτが水平に堆積している。また、島畑の土の一部とࢥわれる層ংとし

て、҉փ৭೪土（68層・67層）、҉փ৭シルτ（66層）、փΦリーϒ৭೪࣭土（73層）、Φリーϒ

はߴ৭シルτ（80層）などが考͑られる。検出4.3̼、෯14.4̼、ਂさ0.7̼で͋る。溝ఈのඪࠇ

およそ13.4mで͋る。遺物は土師器や須恵器、נ器、ന࣓、ಃ器など出土した。時期は中世前半

で͋る。
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（第13ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

　調査区の中ԝ、やや南د

りで、島畑55と56の間で検

出 し た（(̐ ʵp8区 ほ か ）。

東西方向の溝ঢ়遺構の一部

の検出にとどまる。溝ঢ়遺

構の土層அ面の؍による

と（第11ਤ）、基൫層で͋る

փ৭シルτ（30層）の上部

に҉փ৭ࡉۃ （࠭23層）、

҉փ৭࠭ࠞじりシルτ（20

層）、҉փ৭シルτ（19層）、

҉Φリーϒփ৭シルτ（17

層）、Φリーϒփ৭ࡉۃ （࠭16

層）、փ৭ࡉۃ （࠭14層）な

どが水平に堆積する。別に

溝ঢ়の堆積（փ৭࠭ࡉۃ・

15層）も認Ίられる。また、

փ৭シルτ（28層）やփ৭

ࡉ （࠭25層）は島畑の土の

一部と考͑られる。検出

4.6̼、෯10.0̼、ਂさ0.7̼

前ޙで͋る。溝ఈのඪߴは

およそ13.4mで͋る。遺物は

出土せず、時期は不明で͋

る。ほかの溝ঢ়遺構と同じ

く、中世とਪఆされる。

・第12）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

13ਤ）　調査区の南半部、島畑54と島畑55の間で検出した（(̐ ʵr9区ほか）。東西方向の溝ঢ়遺

構の一部の検出にとどまる。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍によると（第10ਤ）、೪土やシルτ、࠭の

層がަޓに堆積しており、֤層のްさは̑～15Dmほどしかない。このたΊ、่落がىきやすい

地࣭となっている。また、第10ਤのにぶいԫ৭ （࠭30層）は第11ਤのփΦリーϒ৭ඍ （࠭６層）、

փԫ৭ࡉ （࠭７層）の࠭層にରԠすると考͑られる。検出3.4̼、෯11.7̼、ਂさ0.8̼で͋る。溝

ఈのඪߴはおよそ13.2mで͋る。遺物は出土せず、時期は不明で͋る。ほかの溝ঢ়遺構と同じく

中世とਪఆされる。なお、̨̙10のఈ面をஅちׂり、ඪ12.7̼ߴۙでथ木等の༗機物がްく堆

第14ਤ　̞地区島畑57・58平面ਤ（1/200）
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第15ਤ　̞地区出土遺物࣮測ਤ（1/4）

積した層を検出した（第10ਤ60層）。ただし、この層の時期は不明で͋る。

調査区の南部、島畑54の西ଆで検出した（(4ɻ　（第12ਤ）11̨̙ߏঢ়遺ߔ W12区ほか）。島畑

54の西ଆをݶる溝ঢ়遺構と考͑られる。調査前の地ׂから南北方向にԆͼるとਪఆされる。検出

6.2̼、検出෯3.0̼、ਂさ0.3̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.4mで͋る。遺物は出土せず、

時期は不明で͋る。ほかの溝法遺構と同じく、中世とਪఆされる。

（渡邉拓也・筒井崇史）

ʢ̏ʣग़遺

ౡാ��　̍はנ器で͋る。ޱԑ部内面にઢが̍Ί͙る。

ౡാ�7　̎は土師器ࡼで͋る。ޱԑ部を֎方にͭまみ出すように上͛ている。ややബख

のͭくりで͋る。３はߴഋの٭柱部で͋るが、弥生時代ޙ期ないし古墳時代前ŋ中期のものとਪ

ఆされる。શମにຎ໓が著しい。

ౡാ��　̐は須恵器ുで͋る。ޱԑ部をܽଛするが、ޱԑ部の۶ۂ部ۙが大きくංްする。

5は土師器ࡼで͋る。ޱԑ部がわずかに֎する。

す。７はಃࢪ土器のുのఈ部で͋る。রり部֎面にૈいέズリを࣭נ６は　��̨̙ߏঢ়遺ߔ

器のᙈのޱԑ部で͋る。ᰍ部が֎ؾຯにཱち上がり、ޱԑ部が大きく۶ۂしてޱԑ部にࢸる。

̔は土師器ࡼで͋る。

。る͛ۂԑ部内面を内方にંりޱ。ԑ部とਪఆされるޱのז９は土師器Ӌ　�7̨̙ߏঢ়遺ߔ
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10は土師器Ӌזで͋る。ޱԑ部下の௳をܽଛする。ޱԑ部は֎にંりฦして形成される。11は

須恵器ു͋る。ޱԑ部がわずかにਨ下するとਪఆされるがܽଛする。12はנ器で͋る。部は

ややӶくೲΊる。13はಃ器の片ുޱで͋る。શ面にࢪᬵする。14は弥生時代ޙ期のᙈのఈ部で͋る。

ԑ部を֎させる。16はޱ、のものでܕで͋る。15はখࡼ16は土師器・15　��̨̙ߏঢ়遺ߔ

15よりもബखで、ޱԑ部は֎方向かって৳ͼる。17はന࣓ࡼで͋る。֎面にଞのݸମの破片が

༥ணしている。18～20はנ器で͋る。いずれもޱԑ部の破片で͋るが、器形にएׯのҧいが͋

り、18はࣼΊ上方に৳ͼるޱԑ部をఄするのにରして、19・20はޱԑ部の下に۶ۂがみられ、

。ຯとなるؾԑ部はやや֎ޱ

遺แؚ　21は須恵器ᰍᆵのޱԑ部で͋る。22は土師器ࡼで͋る。ޱԑ部を֎ؾຯにೲ

Ίる。23は土師器ഋ̗で͋る。       　　（筒井崇史）

̏ʣ̟ ۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

̞地区の北ଆに設ఆした、શ107̼、෯18～24̼で、北ほどわずかに西にくようなۣ形を

ఄする調査区で͋る（第16ਤ）。また、下層遺構の検出にい、調査区の一部を土造成ൣғまで

֦ுを行った。なお、۷土の置きを確อするたΊ、̎ͭの調査区（̟̍・̟̎区）に͚て調

査を࣮ࢪしたが、ここではまとΊて報告する。現地ද面のඪߴは15.4～15.1̼で͋る。現地ද下

1.1̼で島畑̍基、溝ঢ়遺構３などを検出した。また、̟̎区で溝ঢ়遺構̨̙26を検出したࡍ

に下層遺構として溝を確認した。この溝のશ༰を明らかにするたΊ、ର地いっͺいまで֦ுし

て下層遺構の調査を࣮ࢪした。下層遺構として確認したのは溝が̍のみで͋る。なお、この֦

ு時に上層遺構として新たに島畑̍基を確認した。調査面積は2,590㎡で͋る。出土した遺物は

理ശ３ശのほか、下層遺構の溝̨̙04から出土した木製品や建ங部ࡐなどが͋る。

基ຊతな層ং（第17ਤ）は、࡞ߞ土をআڈすると、ްさ0.4～0.6̼ほどの҉փ৭ないしփന৭の

࠭ないし࣭࠭土（３・７・̔層）が͋る。７層をআڈすると、࠷も新しい島畑の土（25・27層）と

その྆ଆに溝ঢ়遺構の堆積を確認した。島畑の基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭土（39・40層）の上部

に島畑の土と考͑られる੨փ৭やΦリーϒփ৭・୶ԫ৭などの೪࣭土（27・30・31・33・36層）

がおおよそ水平に堆積している。なお、土25層の下に位置する26層は、Φリーϒփ৭࠭で、

ຊདྷの島畑の土とは考͑にくいことから、洪水等によって島畑の一ըがられたࡍの堆積と考

͑られる。溝ঢ়遺構は、上部にԫփ৭やにぶいԫᒵ৭などの࠭層（13～16・20・21）がްく堆積す

る。また、下部には、Φリーϒփ৭や੨փ৭の೪࣭土（17～19・22・32・37・38）が堆積する。こ

れらはおおむね水平に堆積していた。なお、ਤにはࣔしていないが、基൫層で͋る39・40層の下

層に੨փ৭೪土がްく堆積しているとこと確認した。

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ
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第16ਤ　̟地区遺構置ਤ（1/500）
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第17ਤ　̟地区南น土層அ面ਤ（1/100）

ౡാ��（第18～20ਤ）　調査区のほ΅中ԝで検出した（F4ʵu3区ほか）。南北方向の島畑の北東֯

の一部がະ検出で͋るが、島畑の大部を検出した。島畑のஅ面؍によると、島畑の基൫層で

͋るにぶいԫ৭೪࣭土（39・40層）の上部に、ްさ0.1～0.2mఔの੨փ৭やփΦリーϒ৭・୶ԫ৭

などの೪࣭土（30・31・33・36層）がおおよそ水平に堆積している。この上部に約0.5̼と、ややް

さの͋るփ৭೪࣭土（27層）の堆積が認Ίられる。この27層は、上ड़したように洪水等により、島畑

の一部が平されており、そのࡍにփΦリーϒ৭ （࠭26層）が堆積したと考͑られる。この26層の上

にփ৭೪࣭土によって、࡞ߞ面を形成しているようで͋る。また、Φリーϒփ৭や੨փ৭೪࣭土

などが島畑のࣼ面部にも認Ίられ、島畑にう土と考͑られる。Ҏ上のような土のঢ়گから、

時期が新しくなるにしたがって島畑のنが大きくなっているということがࢦఠできる。基൫層

の上面で確認した島畑の検出نは、検出96.5̼、基部෯13.2～14.6̼、上面෯7.4～8.0̼、ߴさ

0.4̼前ޙで͋る。島畑上面のඪߴはおよそ13.6～13.7mで͋る。島畑の上面で島畑の࣠方向に平

行する区ը溝とਪఆされる溝を̎検出した（̨̙01・02）。̨̙01は検出43.5̼、෯1.0～1.5̼、
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第18ਤ　̟地区島畑59（北半部）・60平面ਤ（1/200）
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第19ਤ　̟地区島畑59（中ԝ部）平面ਤ（1/200）
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第20ਤ　̟地区島畑59（南半部）平面ਤ（1/200）

ਂさ035～0.45̼で、ほ΅南北にԆͼる。埋土は大きく̎層にかれ、上層が҉੨փ৭シルτ、

下層がΦリーϒփ৭シルτ～ཻ࠭ࡉで͋る。遺物は土師器や須恵器が少量出土したほか、弥生時

代とਪఆされる石᭲が出土した。また、̨̙02は検出56.2̼、෯2.4～3.6̼、ਂさ0.4～0.5̼で、

南で西にંれる。西にંれた部の溝は̨̙02よりも東ଆにはԆͼないので、̨̙02の平面形

はࣈ「̡」ٯঢ়となる。また、北から約33̼のとこΖで̨̙02の西ݞが̼̍ほど東Ҡಈして
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溝の෯がڱくなる。埋土は大きく̐層にかれ、上から҉Φリーϒփ৭シルτ、҉փ৭シルτ、

փ৭೪土、փΦリーϒ৭シルτで͋る。ただし地点によってඍົなࠩҟが認Ίられる。遺物は土

師器や須恵器、נ器、ಃ器などが少量出土したほか、弥生時代とਪఆされる石᭲が出土した。̨

̙01と̨̙02はॏෳ関に͋り、̨̙02の方が新しい。また、̨̙02の方が෯がいことから、

ຊདྷ̨̙01は島畑59の区ը溝として存在していたものを、より෯のい̨̙02に۷りしたと考

͑られる。なお、島畑59にうૉ۷り溝は検出しなかった。島畑の上面のਫ਼査などで、土師器や

。器などが少量出土した。時期は̨̙01・02の遺物から中世前半で͋るנ

ౡാ��（第18ਤ）　ޙड़する下層遺構の溝̨̙04の調査にい、調査区の西辺の一部を֦ுし

たࡍに検出した（F4ʵy6区ほか）。南北方向の島畑の平ୱ面とࣼ面の一部を検出したにとどまる。

検出22.5̼、基部検出෯1.5～2.5̼、上面検出෯1.1～1.8̼、ߴさ0.3̼前ޙで͋る。島畑上面の

ඪߴはおよそ13.6̼で͋る。島畑60にうૉ۷り溝はࣼ面部から溝ঢ়遺構̨̙26のఈにか͚て̐

検出した。ૉ۷り溝は検出0.9～3.3m、෯0.2～0.7m、ਂさ0.1m前ޙで͋る。遺物はほとんど

ないが、֦ு時のਫ਼査などのࡍに੨࣓や土師器などが少量出土した。時期は島畑59と同じ中世前

半とਪఆされる。

調査区の西半部、島畑59と60の間で検出した（&̐ɻ　（第18～20ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ u4区ほか）。

南北方向の溝ঢ়遺構の大半を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍によると、基൫層で͋るにぶ

いԫ৭೪࣭土（39・40層）の上部にΦリーϒփ৭や҉Φリーϒփ৭、փ৭などの೪࣭土の堆積（17

第21ਤ　̟地区島畑59区ը溝̨̙01・02土層அ面ਤ（1/100）
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～19・38層）が認Ίられる。これらは島畑59の土層にରԠしており、島畑がߴくられるとと

もに、溝ঢ়遺構もঃʑに埋していることが確認できる。その上部には҉Φリーϒփ৭などの࠭

࣭土の堆積（15・16層）がみられる。さらにその上部には୶ԫ৭やΦリーϒԫ৭の࠭層の堆積（13・

14層）がみられ、溝ঢ়遺構はほ΅埋している。したがって、13・14層はৄࡉな時期は不明で͋

るが、ۙ世Ҏ߱の洪水に༝དྷする࠭層と考͑られ、島畑59はこの࠭層によってほ΅埋させられ

ている。̨̙26のنは、検出98̼、検出෯10.6̼前ޙ、ਂさ0.3～0.4̼で͋る。溝ఈのඪߴ

はおよそ13.1～13.2mで͋る。遺物は۷中やਫ਼査中に土師器などのࡉ片が出土した。ৄࡉな時

期は不明で͋るが、中世前半とਪఆされる。

。調査区の東辺部、島畑59の東ଆで検出した（F3ʵe25区ほか）　（第19・20ਤ）�7̨̙ߏঢ়遺ߔ

南北方向の溝ঢ়遺構の一部の検出にとどまる。溝ঢ়遺構の土層の堆積ঢ়گは、溝ঢ়遺構̨̙26と

ほ΅同じで͋る。基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭土（39・40層）の上部にփ৭や੨փ৭の೪࣭土（22・

32・37層）が、さらにその上部ににぶいԫᒵ৭の࠭層（20・21層）が堆積している。̨̙26と27の

埋աఔはほ΅同じとஅされる。̨̙27のنは、検出61.6̼、検出෯9.3̼、ਂさ0.4̼前

片ࡉ中やਫ਼査中に土師器などのはおよそ13.0～13.1mで͋る。遺物は۷ߴで͋る。溝ఈのඪޙ

が出土した。ৄࡉな時期は不明で͋るが、中世前半とਪఆされる。

調査区の北辺部で検出した（&̐ʵT3区ほか）。東西方向の溝ঢ়遺構　（第18ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

で、城陽市Ҭにお͚るཬ෮ݩによると、ཬの௶ڥに当たる。検出12.6̼、検出෯7.7̼、ਂ

さ0.3̼前ޙで͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.1m前ޙで͋る。遺物は出土しなかった。時期はଞの

溝ঢ়遺構と同じ中世前半とਪఆされる。

ᶄԼ遺ߏɹ

りで検出した（F4ʵa6区ほか）。南東方向かد調査区の北半部やや南　（第22・23ਤ）�4̨̙ߔ

ら北西方向Ԇͼる。検出ޙ、一部の۷を行ったとこΖ建ங部ࡐとࢥわれる木製品が出土した

ことから、調査区の一部を֦ுして調査を࣮ࢪした。̨̙04のنは、検出38̼、෯6.5～̼̔、

ਂさ1.4̼で͋る。溝ఈのඪߴが南東۱で12.1̼、அ面E-E�ۙで12.0̼、அ面a-a�ۙで11.8̼で

͋ることから、南東方向から北西方向に流れていたと考͑られる。なお、溝のஅ面形は؇やかな

ると̨̙04とり合うような溝ঢ়ないしݟঢ়をఄしている。また、அ面D-D�の土層அ面をࣈ「̫」

土坑ঢ়のものを確認した（31～33・35～42層）が、平面での検出ۀ࡞では確認できず、遺構のੑ֨

は不明で͋る。

土層の堆積ঢ়گ（第23ਤ）は、࠷下層にփ৭中ཻ （࠭12層）やփ৭ཻࡉ （࠭11・53層）などの࠭層や、

҉փԫ৭シルτ（51層）やփ৭シルτ（52層）、҉Φリーϒփ৭シルτ（54層）などのシルτの堆積す

る。࠭層の堆積から͋るఔ水が流れていたと考͑られる。これらの上層はΦリーϒࠇ৭ཻ࠭ࡉ

（10層）やࠇ৭೪土（７層）、Φリーϒࠇ৭೪土（̐層）など、シルτないし೪土の堆積がଓく。こ

れらにはࣗવ木や木の༿などがଟくؚまれているたΊ、ৗに一ఆの流れが͋ったと考͑られる。

̐層の上部にΦリーϒփ৭࠭ࡉۃ層がബく堆積するが、ඇৗにࡉかな࠭層で͋る。̝地区で検出

した溝̨̙25も同༷の࠭層を確認している（第117ਤ18層）。その上部に҉փԫ৭、͋るいはփ৭
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第22ਤ　̟地区溝̨̙04平面ਤ（1/100）
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第23ਤ　̟地区溝̨̙04土層அ面ਤ（1/50）

もしくはփΦリーϒ৭シルτ（30・29・̍層）の堆積が͋る。これらの層は、̝地区の調査成Ռを

রすると、同地区の溝̨̙24の埋土にରԠすると考͑られる。ただし、̟地区の調査時に別のࢀ

溝が͋るという認ࣝにはࢸっていなかった。さらに̍層の上部に͋るփΦリーϒ৭シルτ（27層）

は、島畑の土の̍ͭと考͑ているが、この点も̨̙24の上部に島畑が形成されていたという、

)地区の調査成Ռに合கする。

遺物としては建ங部ࡐやࣗવ木、土師器などが出土した（第24ਤ36～第27ਤ65）。遺物の大半が

木ࡐで、土師器は少量出土したのみで͋る。木ࡐはԿか所かにまとまって出土している。特に中
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ԝۙでは建ங部ࡐなどがまとまって出土した。また、中ԝよりも南東ଆで২物࣭を代ঢ়に編

んだもののがりを確認した。೦ながら、どのような遺物かஅするにはࢸらなかった。さら

にその南東ଆでは、೪土մをѲったようなমき物が出土した。これにͭいてもৄࡉは明らかにで

きなかった。出土した土師器から溝の時期は古墳時代前期で͋る。なお、平成27年の̝地区の

調査で検出した溝̨̙25は̨̙04の南東ଆ（上流ଆ）に当たると考͑られる。

ʢ̏ʣग़遺

ᶃث

۠ը�1̨̙ߔ（第24ਤ24・25）　24は土師器ࡼで͋る。25は須恵器ുで͋る。

۠ը�2̨̙ߔ（第24ਤ26～32・66～70）　26は土師器ࡼで͋る。上ड़の24とほ΅同形同大のも

ので͋る。27はנ器で͋る。内面のϛΨΩはかなりૈくࢪされている。28は࣭נ土器三ುな

どの٭部の破片と考͑られる。29は土師器ᙈで͋る。ޱԑ面がほ΅水平となりड͚ޱঢ়をఄす

る。30は土師器Ӌזで͋る。31は須恵器ഋ
ㅭ ㉅ 1 1 ㅮ

̗で͋る。ಸྑ時代のものと考͑られるが、周辺をؚ

Ίてಸྑ時代の遺構は確認していない。32はಃ器ᙈで͋る。খ破片で͋るが、かなり大ܕ品に෮

。できるݩ

遺แؚ（第24ਤ33～35）　33・34はנ器のখ破片で͋る。34は内面のϛΨΩはີにࢪされ

ている。35は੨࣓のখ破片で͋る。      　　（筒井崇史）

ԑޱ36～38・40はঙ内形ᙈで͋る。36はମ部Ҏ下はܽଛするが　（第24ਤ36～51）�4̨̙ߔ
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第24ਤ　̟地区出土遺物࣮測ਤ （̍1/4）

部はۇかにͭまみ上͛て面を࣋たせるように形する。37・38はޱԑ部に面を࣋たないもので、

ମ部はےࡉのタタΩで上͛られる。38のମ部上位には0.5ܘDmほどのম成ޙઠがࢪされてい

る。41は東ւ系の̨ࣈᙈޱԑ部で͋る。ݞ部にはϔϥঢ়۩によるઢが८っており、#類に

類されているもので͋る。時期తにはほかの遺物よりもやや古૬をࣔす。42・43はޱᆵで、ޱ
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ԑ部はやや֎ଆにංްさせるように形するものと、上方ͭまみ上͛ているものが͋る。43

は17.0ܘޱDmを測る。ମ部֎面はԣϋέで上͛られ、ޱᰍ部にはڧいԣφσがࢪされる。内面

のέズリはᰍ部下まではٴんでおらず、ྏはやや不明ྎで͋る。44はཹ形ᙈޱԑ部のՄੑ

が͋る。45はޱᆵのݞ部で͋Ζうか。器นはややްखで͋り、内面にはϢϏΦαΤや೪土合

痕をす。47・48はࡉ片ながらೋॏޱԑᆵのೋ次ޱԑ部で͋Ζう。49～51はখؙܕఈᆵで͋る。

49はମ部֎面をϋέで上͛るややૈ製のもので͋る。50・51はਫ਼製された土で製࡞されてお

り、֎面には៛ີなϤコϛΨΩがࢪされる。51は10.8ܘޱDmを測る。

Ҏ上の土器܈は溝から出土したもので͋り一ׅੑにはしいものの、おおむねࠤ山ᶙ式前
ㅭ ㉅ 1 2 ㅮ

半、

ཹ式前半の年代が༩͑られよう。      　　（桐井理揮）

ᶄ（第25ਤ52～第27ਤ65）

木製品はいずれも溝̨̙04から出土した。52～58・62・63は建ங部ࡐとਪఆされ
ㅭ ㉅ 1 3 ㅮ

る。52・53は

෯15Dmほどの൘ࡐに࣠̑Dmఔ、࣠̎Dmఔのପԁঢ়の穴をઠͭもので͋る。52は、̎

か所確認できるほか、ંଛ部に同༷のՃ痕跡が認Ίられる。શ152.0Dm、ްさ2.6Dmで͋る。

53も少なくとも̎か所に穴が認Ίられる。存119.2D、ްさ2.4Dmで͋る。54は෯6.0Dmの൘ࡐで、

一方の部をؙくՃして上͛ている。そこから約25DmのとこΖに３ܘDmほどのԁをઠ

っている。ରଆの部はܽଛする。55はશ90.6Dm、一辺̔Dmఔの֯ࡐをՃしている。

ਂ、の̍面をさ60Dm、ਂさ̍Dmほどをりऔり、これにަする̎面にさ７～９Dmࡐ֯

さ0.8Dmほどにりऔっている。ଞの建ங部ࡐと組み合わせるたΊのՃで͋Ζう。56は存

195.6Dm、෯6.0Dm、ްさ1.6Dmの、ඇৗにࡉい൘ࡐで͋る。ਤの上部のଆは۩でፊஅされた

痕跡が認Ίられる。もう一方のはંଛする。57も56に類ࣅした൘ࡐで、存167.6Dm、෯

8.0Dm、ްさ2.4Dmで͋る。ਤの上部のଆは۩でࣼΊにፊஅされた痕跡が確認できる。もう一

方のはંଛする。58は൘ࡐで͋る。ਤの下部はܽଛする。શ84.7Dm、෯16.1Dm、ްさ1.8Dm

で͋る。62は55と同༷に柱ࡐの一部とਪఆされるが、ਤのࠨはՃしている。ࠨから約

19DmのとこΖをさ8.5Dm、ਂさ̍DmほどってՃしている。55と同じくଞの建ங部ࡐと組

み合わせるたΊのՃで͋Ζう。63も൘ࡐで͋る。શମにྼ化が認Ίられ、྆ 部は存しない。

。存50.2Dm、෯13.0Dm、ްさ1.7Dmで͋る

59～61・64・65はߌで͋る。59はઌがંଛしている。存80.2Dm、9.4ܘDmで͋る。60

もઌがંଛしている。存117.2Dm、９ܘDm前ޙで͋る。61・64はઌのՃ痕が明ྎに

3.3Dmで͋る。65はઌのみのܘ存46.0Dm、64は、ޙ７Dm前ܘる。61はશ92.5Dm、

破片ࢿྉで͋る。

ᶅੴث（第28ਤ）

66はṞ片で͋る。島畑59の区ը溝̨̙01で出土した。さ3.8Dm、෯1.95Dm、ॏ量2.5Hで͋る。

67はԜ基式の石᭲で͋る。島畑59の上面ਫ਼査中に出土した。存2.2Dm、෯1.9Dm、ॏ量1.5Hで

͋る。68～70は༗ܪ式の石᭲で͋る。いずれも溝̨̙04で出土した。68શ5.75Dm、෯2.15Dm、

ॏ量5.8Hで͋る。69はશ5.25Dm、෯2.1Dm、ॏ量4.4Hで͋る。70はશ5.6Dm、෯3.5Dm、ॏ量
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第25ਤ　̟地区出土遺物࣮測ਤ （̎1/10）
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第26ਤ　̟地区出土遺物࣮測ਤ３（1/10）
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第28ਤ　̟地区出土遺物࣮測ਤ5（1/2）　石器

第27ਤ　̟地区出土遺物࣮測ਤ （̐1/６）　木製品

8.2Hで͋る。Ҏ上の石器はいずれもࡐ

࣭はαψΧΠτで͋る。

（筒井崇史）
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̐ʣ̠ ۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

̟地区の北ଆに設ఆした調査区で、ରとなる事造成ൣғが東西̎か所͋るたΊ、̎か所の

調査区を設ఆした（,̍・,̎区）。,̍区はશ106̼、෯14.7～17.1̼で、北でわずかに西に

くۣ形をఄする。,̎区はશ100̼、北辺の෯25̼で、おおむね三֯形をఄする。̠̎区では、

島畑のঢ়گを確認するたΊや下層遺構のԆ部を検出するたΊ、調査区の一部を֦ுした。こ

こでは྆者を合わせて報告する（第29ਤ）。̠̍・̠̎区の現地ද面のඪߴはおよそ15.1̼で͋る。

྆調査区とも現地ද下1.5̼前ޙで、中世の島畑̔基、溝ঢ়遺構̔を検出した。また、島畑上

面をਫ਼査して下層遺構として弥生時代とਪఆされる溝̍のほか、時期不明のম土などを検出し

た。調査面積は̠̍区が1,660㎡、̠̎区が1,460㎡で、合3,120ܭ㎡で͋る。出土した遺物はൣ

ғを調査したにもかかわらず理ശでわずか̎ശで͋る。

基ຊతな層ংを第30ਤでઆ明すると、࡞ߞ土で͋る҉փ৭ૈཻ （࠭̎層）の下層には、ްさ30

～50Dmの明ԫ৭ཻ࠭ࡉ～中ཻ （࠭22層）、またはΦリーϒࠇ৭ཻ࠭ࡉ～ૈཻ （࠭34層）が調査区

のいൣғに認Ίられる。この下層にۙ世ないしۙ代の島畑と溝ঢ়遺構が確認できる。島畑の部

ではްさ20～50Dmほどԫ৭ないし҉Φリーϒ৭中ཻ （࠭３～̑層）がおおむね水平な層ং

となっており、島畑の土とਪఆされる。これをআڈして࠷初期の島畑を検出した。この下層で

は島畑の基൫層で͋るփ৭中ཻ࠭やΦリーϒփ৭シルτ（19・20層）が調査区શମで確認できる。

これにରして溝ঢ়遺構ではփ৭やփ৭、҉փԫ৭などのࡉかな࠭層ないしシルτ層（15・16・

31・32・40～42層など）の堆積が認Ίられる。なお、溝ঢ়遺構の基൫層も19・20層で͋る。

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ

ౡാ�1（第32ਤ）　̠̍区の南で検出した（&4ʵr3区ほか）。東西方向の島畑の一部を検出し

た。基൫層で͋るΦリーϒփ৭シルτ（第30ਤ20層）を形して形成されたと考͑られる。検出

12.2̼、基部෯2.2～2.9̼、上面෯0.9～1.6̼、ߴさ0.2̼前ޙで͋る。島畑上面のඪߴはおよそ

13.3mで͋る。ඇৗに෯がڱいたΊ島畑ではなく、ཬ道等のՄੑも͋る。なお、城陽市Ҭにお

͚るཬܕ地ׂりの෮原によると、島畑61は௶ڥのす͙北ଆに位置する。島畑にうૉ۷り溝は

検出しなかった。また、遺物も出土しなかった。時期は周辺の島畑と同じく中世前半とਪఆされる。

ౡാ��ʢ̨̭4�ʣ（第32ਤ）　,̍区の南半部と,̎区の南で検出した（&3ɻ p24区ほか）。྆調

査区を東西方向にまたいで存在する島畑の一部を検出した。基൫層で͋るΦリーϒփ৭シルτ（第

30ਤ20層）を形して形成されたと考͑られる。検出28.7 （̼ະ検出をؚむ）、基部෯10.8̼、

上面෯5.6～6.1̼、ߴさ0.5̼前ޙで͋る。島畑上面のඪߴはおよそ13.7̼で͋る。島畑の上面で

は࣠方向に̍、࣠方向に37のૉ۷り溝を検出した。࣠方向のૉ۷り溝は࣠方向の溝

によって南北にׂされていることから、この溝は島畑を区ըするたΊの溝のՄੑが͋る。

࣠方向の溝は検出11.9̼、෯0.3～0.55̼、ਂさ0.25̼で͋る。࣠方向のૉ۷り溝は検出1.1

～3.6̼、෯0.3̼前ޙ、ਂさ0.1̼前ޙで͋る。溝のఈには܃ないしঅの痕跡が認Ίられた。遺物
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第29ਤ　̠地区上層遺構置ਤ（1/500）
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第30ਤ　̠̍区東น土層அ面ਤ（1/100）
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は出土しなかった。時期は周辺の島畑と同じく中世前半とਪఆされる。

ౡാ��ʢ̨̭��ɾ4�ʣ（第32ਤ）　,̍区と,̎区の南半部で検出した（&3ɻ l24区ほか）。྆調査

区を東西方向にまたいで存在する東西方向の島畑の一部を検出した。島畑のஅ面؍（第31ਤ）に

よると、基൫層で͋るփ৭ཻࡉ （࠭64層）の上部に、փΦリーϒ৭೪࣭土（98層）、Φリーϒ৭ཻࡉ

（࠭97層）、փ৭ཻࡉ （࠭96層）の層ংが認Ίられた。これら３層はஅఆできないが、土によって

形成されたとࢥわれる。なお、࠷初期の島畑の上面は97層上面のՄੑも͋る。検出30.3 （̼ະ

検出をؚむ）、基部෯2.3～4.2m、上面෯1.1～1.7̼、ߴさ0.5̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよ

そ13.7mで͋る。ඇৗに෯がڱいたΊ島畑ではなく、ཬ道等のՄੑも͋るものの、城陽市Ҭに

お͚るཬܕ地ׂりの෮原では௶ڥに一கしない。̠ ̍区で島畑にうૉ۷り溝を̍検出した。

検出5.9̼、෯0.3̼、ਂさ0.1̼で͋る。遺物は検出中に土師器のࡉ片などが出土したが、確࣮

に島畑63にうもので͋る。時期は周辺の島畑と同じ中世前半とਪఆされる。

ౡാ�4ʢ̨̭��ʣ（第33ਤ）　̠̍区のほ΅中ԝで検出した（&4ʵj4区ほか）。東西方向の島畑の

一部を検出した。島畑のஅ面؍（第30ਤ）によると、島畑の基൫層で͋るփ৭中ཻ࠭やΦリー

ϒփ৭シルτ（19・20層）の上部にްさ15DmほどのΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉ～シルτ（̔層）が島畑શମ

に認Ίられる。これを基൫として҉փԫ৭中ཻ࠭～シルτ（６層）などを埋土とするૉ۷り溝がଟ
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第31ਤ　̠̎区東น土層அ面ਤ（1/100）
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۷されている。̔層は島畑の࠷初期の土もしくは࡞ߞ土とਪఆされる。この上部に҉Φリ

ーϒ৭中ཻ࠭～ཻࡉ （࠭̑層）、Φリーϒ৭中ཻ （࠭̐層）、ԫ৭中ཻ （࠭３層）と、土を܁

りฦし、島畑がঃʑにߴくなっていったと考͑られる。࠷も古い島畑のنは、検出11.9̼、

基部෯22.2̼、上面෯18.2̼、ߴさ0.7̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ13.6̼で͋る。島畑の上

面では28前ޙのૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出2.6～11.9̼、෯0.2～0.5̼、ਂさ0.1̼

前ޙで͋る。東ଆに位置する島畑67・68は西を検出したことから、྆島畑と島畑64とは別ݸの

島畑と考͑られる。この点は、調査前の水田の区ըも同༷で͋ることから、現在の水田の置が
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第32ਤ　̠地区島畑61～63平面ਤ（1/200）
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第33ਤ　̠地区島畑64平面ਤ（1/200）
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第34ਤ　̠地区島畑65平面ਤ（1/200）
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աڈの島畑の置をڧく踏襲していることがࢦఠできる。遺物は島畑上面のਫ਼査やૉ۷り溝から

。などが出土した。時期は中世前半で͋るנ器、土師器、須恵器、平נ

ౡാ��ʢ̨̭�4ɾ1�ʣ（第34ਤ）　,̍区と,̎区の北半部で検出した（%3ʵy25区ほか）。྆調

査区を東西方向にまたいで存在する島畑の一部を検出した。島畑のஅ面؍（第30ਤ）によると、

島畑の基൫層で͋るփ৭中ཻ࠭やΦリーϒփ৭シルτ（19・20層）の上面に҉փԫ৭やփΦリー

ϒ৭の中ཻ࠭ないしシルτ（6・7層）を埋土とするૉ۷り溝が۷られている。これら࠷初期の島畑

の北半部にはփ৭中ཻ࠭によるബい土ないし堆積が認Ίられる。この上部には島畑64と同༷に、

Φリーϒ৭中ཻ࠭～ཻࡉ （࠭̑層）、Φリーϒ৭中ཻ （࠭̐層）、ԫ৭中ཻ （࠭３層）と、土

を܁りฦし、島畑がঃʑにߴくなっていったと考͑られる。࠷も古い島畑のنは、検出38.4

（̼ະ検出をؚむ）、基部෯22.6～23.8̼、上面෯16.5～17.4̼、ߴさ0.7～0.8̼で͋る。島畑上

面のඪߴは13.6～13.8̼で͋る。島畑の上面では40前ޙのૉ۷り溝を検出した。これらは東西

方向のものと南北方向のものが͋り、ަޓにॏෳしていることから、܁りฦし۷りされていた

とਪఆされる。ૉ۷り溝は検出2.8～13.2̼、෯0.3～0.9̼、ਂさ0.1̼前ޙで͋る。遺物は島畑

上面のਫ਼査やૉ۷り溝からנ器、土師器、須恵器、࣓ 器などが出土した。時期は中世前半で͋る。

ౡാ��ʢ̨̭��ɾ��ʣ（第35ਤ）　,̍区と,̎区の北で検出した（%4ʵt25区ほか）。྆調査区

を東西方向にまたいで存在する島畑の一部を検出した。島畑のஅ面؍（第30ਤ）によると、基൫

層で͋るΦリーϒփ৭シルτ（20層）を形して形成されたと考͑られる。溝ঢ়遺構̨̙05・18の

埋にい、Φリーϒփ৭やփ৭の中ཻ࠭～シルτで土を行ったと考͑られる。なお、島畑

の北半部は現在のཬ道の下になるたΊ調査にࢸっていない。検出39.2 （̼ະ検出をؚむ）、基

部検出෯2.5～3.0̼、上面検出෯1.5～2.4̼、ߴさ0.5～0.8̼で͋る。島畑上面のඪߴは13.5～13.8

̼で͋る。島畑の上面では̑のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出1.7～15.7̼、෯0.1～

0.5̼、ਂさ0.1̼前ޙで͋る。遺物は島畑のਫ਼査中などに土師器や須恵器のࡉ片が出土した。ৄ

。な時期は不明で͋るが、中世前半とਪఆされるࡉ

ౡാ�7ʢ̨̭��ʣ（第36ਤ）　̠̎区のほ΅中ԝ部で検出した（&3ʵi24区ほか）。島畑のஅ面؍

（第31ਤ）によると、基൫層で͋るփ৭ཻ࠭ࡉ～ૈཻ （࠭64層）やԫ৭シルτ～ૈཻ （࠭80層）の上

部にそれͧれްさ15Dmほどのԫ৭シルτないしཻ࠭ࡉが̎層確認できる（88・90層）。அ面には、

いずれの層からもૉ۷り溝が۷りࠐまれていることが確認できるɽこれらの上部にはްさ50～

60Dmの҉փ৭ཻࡉ （࠭85層）ないし৭ཻࡉ （࠭84層）ががり、さらにその上部にはにぶい

৭ཻࡉ （࠭83層）の層ংが認Ίられる。いずれも土とਪఆされる。88層上面で検出した島畑のن

は、検出7.7̼、基部෯12.3̼、上面෯9.9̼、ߴさ0.8̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ

13.9mで͋る。調査区の一部を֦ுして島畑の西を確認した。島畑の上面では14前ޙのૉ۷

り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出2.1～7.4̼、෯0.2～0.5̼、ਂさ0.1～0.15̼で͋る。遺物はਫ਼

査中やૉ۷り溝からנ器や土師器などのࡉ片が出土した。時期は中世前半で͋る。

ౡാ��ʢ̨̭�1ʣ（第36ਤ）　̠̎区の南半部で検出した（&3ʵE24区ほか）。島畑のஅ面؍（第31

ਤ）によると、基൫層で͋るփ৭ཻ࠭ࡉ～ૈཻ （࠭64層）やփΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉ～ૈཻ （࠭68層）を
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形して島畑を形成している。

したがって、68層の上面が

も古い島畑で͋る。その࠷

上部にްさ20～40DmのΦリ

ーϒփ৭ཻࡉ （࠭65層）が島

畑શମを෴い、さらにその

上部にはԫ৭ないし明

৭のཻࡉ （࠭43・44層）の層

ংが認Ίられる。43・44層

の上面にૉ۷り溝がງりࠐ

まれていることは確認でき

なかった。さらにその上部

にはΦリーϒ৭中ཻ࠭～

ཻࡉۃ （࠭42層）の層ংが認

Ίられる。いずれも土と

ਪఆされる。68層の上面で

確認した島畑のنは、検

出8.0̼、基部෯11.7、上

面෯5.9～7.0̼、ߴさ0.8̼で

͋る。島畑上面のඪߴはお

よそ13.9̼で͋る。調査区

の西นにほ΅して島畑の

西を確認した。島畑の上

面では６のૉ۷り溝を検

出した。ૉ۷り溝は検出

2.7～7.3̼、෯0.3～0.5̼、ਂ

さ0.1～0.15̼で͋る。遺物

はૉ۷り溝などから土師器

のࡉ片などが出土した。ৄ

しい時期は不明で͋るが、

中世前半とਪఆされる。

��ɾ1�（第̨̙ߏঢ়遺ߔ

35ਤ）　,̍区と,̎区の北

ۙく、島畑65と66の間で

検出した（%3ʵt25区ほか）。 第35ਤ　̠地区島畑66平面ਤ（1/200）
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第36ਤ　̠地区島畑67・68平面ਤ（1/200）
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東西方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面（第30ਤ）の؍によると、下層には

փ৭中ཻ࠭～シルτ（61層）をはじΊ、ްさ10～40DmのΦリーϒփ৭や҉փ৭などのシルτ

がෳ堆積している（58・59・62～64層）。これらの上部にはփΦリーϒ৭などの中ཻ࠭～ૈཻ࠭

の堆積がみられる（50～52・62層）。検出38.5 （̼ະ検出をؚむ）、෯8.9～10.6̼、ਂさ0.5～0.8

̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.0mで͋る。遺物は۷中にנ器や土師器のࡉ片が出土した。

時期は中世前半で͋る。

。区の北半部、島畑64と65の間で検出した（&4ʵb5区ほか）̍,　（第33・34ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

東西方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面（第30ਤ）の؍によると、基൫層で

͋るΦリーϒփ৭シルτ（20層）の上部に҉փԫ৭やփ৭、੨փ৭などのシルτ（30・32・40・41層）

が堆積する。その上部に҉Φリーϒ৭中ཻ࠭～ཻࡉ （࠭̑層）をڬんで҉Φリーϒփ৭やփ৭の

シルτないし೪࣭土（27～30層）が堆積する。さらにこの上部にはΦリーϒࠇ৭や҉փ৭のཻࡉ

（࠭36～39層）が堆積し、その上部にくΦリーϒࠇ৭ཻ࠭ࡉ～ૈཻ࠭など（26・34層）などが堆積

する。̠̎区ではԆ部の溝ঢ়遺構として̨̙20を検出したが、෯がҟなるたΊ、ີݫに同一の

溝ঢ়遺構とは͑ݴない。検出11.4̼、෯15～17̼、ਂさ0.7～0.8̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよ

そ12.9mで͋る。遺物は۷中に土師器、須恵器、ಃ器のࡉ片などが出土した。ৄࡉな時期は不

明で͋るが、中世前半とਪఆされる。

りで、島畑65と68の間で検出した（&3ʵد区の中ԝ、やや北̎,　（第36ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

b24区ほか）。東西方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第31ਤ）によ

ると、基൫層で͋るփ৭シルτ（64層）の上部に҉Φリーϒփ৭やփ৭のシルτ（59・63層）な

どが堆積する。փ৭ཻ࠭ࡉ～中ཻ （࠭58層）をڬんでその上部にΦリーϒ৭ૈཻ࠭やփ৭中ཻ࠭～

ૈཻ࠭などの࠭層（̎・36・37・40・56・57層）がްく堆積する。,̍区で検出した溝ঢ়遺構̨̙

03にͭながるとࢥわれるが、෯がҟなるたΊີݫには同一の溝ঢ়遺構ではない。検出11.1̼、

෯9.5̼、ਂさ0.7̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.1mで͋る。遺物は۷中に土師器のࡉ片が出

土した。ৄࡉな時期は不明で͋るが、中世前半とਪఆされる。

区の中ԝ部から南半にか͚ての西辺Ԋい、島畑64と68・67の間̎,　（第36ਤ）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

で検出した（&4ʵE1ほか）。南北方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。ただし、溝ঢ়遺構̨̙20・

22の上部に堆積していたのと同じΦリーϒ৭ૈཻ࠭やփ৭中ཻ࠭～ૈཻ࠭などがްく堆積してお

り、̨̙22と同༷に調査区の西นが大きく่յし、土層؍がほとんどできていない。また、島

畑68の西が調査区の西นۙまでԆͼているたΊ、溝ఈは確認していない。検出7.5̼、検

出෯1.8̼で͋る。遺物はਫ਼査中にנ器や土師器のࡉ片が出土した。ৄࡉな時期は不明で͋るが、

中世前半とਪఆされる。

区の南半部、島畑67と68の間で検出した（&3ʵf24区ほか）。東̠̎　（第36ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

西方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第31ਤ）によると、基൫層で͋

るփΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉ～ૈཻ （࠭68層）の上部に੨փ৭や҉փ৭のシルτ（75～77層）が堆積する。

その上部に҉Φリーϒփ৭のཻ࠭ࡉないしૈཻ （࠭72・73層）が堆積する。その上部には҉փԫ৭
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ないしࠇ৭のシルτ（70層）が堆積し、その上部は่落により土層の؍が行͑ていないが、̨

̙20の上部に堆積していたΦリーϒ৭ૈཻ࠭やփ৭中ཻ࠭～ૈཻ࠭などの࠭層が堆積していたと

はおよそ13.1mで͋る。遺ߴわれる。検出8.1̼、෯12.5～13.5̼、ਂさ0.8̼で͋る。溝ఈのඪࢥ

物は۷中に土師器のࡉ片などが出土した。ৄࡉな時期は不明で͋るが、中世前半とਪఆされる。

区の南半部、島畑63と64の間で検出した（&4ʵj4区ほか）。東西̍,　（第33ਤ）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第30ਤ）によると、基൫層で͋る

Φリーϒփ৭シルτ（20層）の上部に೪りؾのڧい҉փ৭೪࣭土（18層）が堆積する。その上部に

はΦリーϒࠇ৭やփ৭のシルτなど（13・15・16層）が堆積し、その上部にփ৭やઙԫ৭の中ཻ࠭

ないしཻૈۃ （࠭10～12層）などの࠭層が堆積する。なお、,̎区で検出した溝ঢ়遺構̨̙29は、

̨̙01のԆとਪఆされるが、෯がҟなるたΊ、ີݫには同一遺構とは͑ݴない。検出12.0̼、

෯8.3̼、ਂさ0.25̼前ޙで͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.3mで͋る。遺物は۷中に須恵器や土

師器などの破片が出土した。ৄࡉな時期は不明で͋るが、中世前半とਪఆされる。

区の南半部、島畑63と67の間で検出した（&3ʵk24区ほか）。東̠̎　（第36ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

西方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第31ਤ）によると、基൫層で͋

るփ৭ཻ࠭ࡉ～ૈཻ （࠭64層）の上部にްさ20～30DmのΦリーϒփ৭やփ৭のシルτないしཻࡉ

（࠭92～95層）が堆積する。その上部にްさ50Dm前ޙの҉փ৭ཻࡉ （࠭85層）が̨̙29だ͚でなく、

島畑63や島畑67の一部までく෴う。その上部には島畑67の࠷上部を෴うにぶい৭ཻ࠭ࡉ～ૈ

ཻ （࠭83層）と同༷の࠭層が堆積する。検出9.0̼、෯4.2̼、ਂさ0.7̼で͋る。溝ఈのඪߴはお

よそ13.2mで͋る。遺物は出土していないが、ଞの溝ঢ়遺構と同じく中世前半とਪఆされる。

区の南半部、島畑67の西ଆで検出した（&4ʵi1区ほか）。南北̠̎　（第36ਤ）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。基൫層はփ৭ཻ࠭ࡉ～ૈཻ （࠭64層）で͋る。検出9.2̼、

෯5.5̼、ਂさ0.8̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.1mで͋る。遺物は土師器片などが出土した。

。な時期は不明で͋るが、ଞの溝ঢ়遺構と同じく中世前半とਪఆされるࡉৄ

り、島畑62と63の間で検出した（&4ʵm4区ほか）。東د区の南̠̍　（第32ਤ）41̨̙ߏঢ়遺ߔ

西方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。基൫層はΦリーϒփ৭シルτ（第30ਤ20層）で͋る。検出

30.7 （̼ະ検出もؚむ）、෯13.4̼、ਂさ0.4～0.5̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.3mで͋る。

遺物は出土していないが、ଞの溝ঢ়遺構と同じく中世前半とਪఆされる。

。区の南ۙく、島畑61と62の間で検出した（&4ʵr3区ほか）̠̍　（第32ਤ）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

東西方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。基൫層はΦリーϒփ৭シルτ（第30ਤ20層）で͋る。検出

11.8̼、検出෯3.8～4.2̼、ਂさ0.5̼前ޙで͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.2mで͋る。遺物は出

土していないが、ଞの溝ঢ়遺構と同じく中世前半とਪఆされる。

ᶄԼ遺ߏ

1�ɹ島畑64の上面で検出した（&4ɻ̨̙ߔ i6区）。نは検出2.1̼、෯0.4m、ਂ さ0.1̼で͋る。

周辺の平が著しく、遺構の存ঢ়گはྑくない。溝の方位は北にରして45°東にৼる。埋土は

がࠞじるփ৭೪࣭土で͋る。溝からম土片やנの破片などが出土した。ৄࡉは不明で͋るが、
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第37ਤ　̠地区溝̨̙35࣮測ਤ（1/100・1/50）
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古代の遺構とਪఆされる。

1̨̠�　島畑64の上面、上記溝̨̙16の西ଆで検出した（&4ʵi7区）。平面形は不形で、

南北1.9̼、東西2.1̼、ਂさ0.1̼前ޙで͋る。埋土は溝̨̙16と同じく、ࠞじりփ৭೪࣭土で

͋る。埋土から土師器のࡉ片が出土したが、ৄࡉな時期は不明で͋る。

ম̨̭��ʙ��　島畑65の下層で検出した（&3ʵa25区）。̨̭30～32は島畑造成のࡍに平

されたようで、ম土のがりとして３か所確認した。ম土はߗくম͚కまったߗ化面を確認し、

ఈとਪఆされる。نは、࣠0.3～0.6̼、࣠0.2～0.4̼、ਂさ0.05～0.25̼で͋る。また周

辺ではম土やのմを検出した。遺物は出土しなかったたΊ、時期は不明で͋る。

、はن。島畑65・66や溝ঢ়遺構̨̙18の下層で検出した（%4ʵt4区ほか）　（第37ਤ）��̨̙ߔ

検出33.4̼、෯0.5～1.3̼、ਂさ0.2～0.7̼で͋る。溝はややऄ行し、北にରして32～48°西にৼ

る。土層の堆積ঢ়گは大きく６層に͚ることができ、上からΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉ、҉փԫ৭中

シルτ、փΦリーϒ৭シルτ、փ৭シルτ（明ᒵ৭シルτ～ཻ࠭ࡉփΦリーϒ৭、ཻ࠭ࡉ～ཻ࠭

ࠞじる）、փ৭シルτで͋る。ただし地点によってඍົにࠩҟが͋る。遺物は҉փԫ৭中ཻ࠭～

われるখ片ࢥシルτ、փΦリーϒ৭シルτの֤層から弥生土器と～ཻ࠭ࡉփΦリーϒ৭、ཻ࠭ࡉ

が出土したものの、溝のৄࡉな時期は不明で͋る。しかし、ྡする̡地区や̣地区、͋るいは

水主神社東遺跡第̑次調査の̘地区などでも北にରして西や東にৼる溝を検出しており、これら

の検出例でも少量の遺物が出土している。時期のわかるものをみると、弥生時代ޙ期から古墳時

代前期にか͚ての遺物が出土しており、おおむね同時期の遺構と考͑られる。

（山﨑美輪・筒井崇史）

ʢ̏ʣग़遺

ౡാ�4（第38ਤ71～74）　71はנ器の破片で͋る。ޱԑ部はؙくೲΊる。72は土師器ࡼで

͋る。ޱԑ部のみの破片で͋る。73は土師器のӋזで͋る。ޱԑ部をؙくંりฦす。ମ部には

அ面三֯形ঢ়をఄする௳が८る。74は平נのڱ面ଆとਪఆされる破片で͋る。ڱ面とԜ面ଆ

1.5Dmほどに面औりをࢪす。ತ面ଆにはཻ࠭がணしており、成形からऔりはずすࡍに用し

たれ࠭のՄੑが͋る。

ౡാ��（第38ਤ75～78）　75・76はנ器で͋る。75はޱԑ部がわずかに֎する。76はやや

ްखのもので͋る。77は土師器ࡼで͋る。78はᙈのޱԑ部の破片で͋る。島畑の時期のものでは

なく、より古い古墳時代のものとਪఆされる。

。ԑ部を内方ؙくંりฦすޱ。で͋Ζうז土師器ᙈまたはӋ　（第38ਤ79）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

ԑ部をわずかに֎させる。81はޱ80はಃ器ുで͋るɽ　（第38ਤ80・81）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

土師器ࡼで͋る。ややްखで、ޱԑ部内面にややڧΊのφσをࢪす。ܘޱも20Dm前ޙに෮ݩで

きる。

す。内面にはࢪԑ部内面にઢを̍ޱ、器でנ82は　（第38ਤ82～84）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

ີにϛΨΩをࢪし、֎面にもएׯのϛΨΩが認Ίられる。83はޱԑ部とఈ部をܽଛするものの

ന࣓の破片で͋る。ޱԑ部は大きく֎する。84は࣭נ土器ುで͋る。ޱԑ部はほ΅水平で
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ड͚ޱঢ়をఄする。

。で͋るࡼ85は土師器　（第38ਤ85）��̨̙ߔ

遺แؚ（第38ਤ86～96）　86～90はנ器で͋る。基ຊతな製࡞方法等は同じで͋るが、ޱ

ԑ部内面にઢをࢪすもの（88）とࢪさないもの（86・87・89）が͋る。91～93は土師器ࡼで͋る。

ຯもしくは֎するもの（91・92）と、ほ΅ઢతؾຯにཱち上がり、部が֎ؾԑ部が内ޱ

にࣼΊ上方にԆͼるもの（93）が͋る。94は࣭נ土器ುとਪఆされる。খ破片のたΊৄࡉは不明で

͋る。95は須恵器ുで͋る。ޱԑ部がؙくංްするので、ࣰ༼跡で製࡞されたものとਪఆされ

る。時期は10世ل代で͋Ζう。96はಃ器Ꭼりുで͋る。ޱԑ部内面をڧくφσて部を֎方

第38ਤ　̠地区出土遺物࣮測ਤ（1/4）
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ͭまみ出すような形ଶで͋る。内面にが̐確認できる。97は平נの破片で͋る。ଆԑがわ

ずかにる。ଆԑとԜ面ଆ̔mmほどに面औりをࢪす。ತ面ଆにはཻ࠭がணする。97の土や

調等は島畑64で出土した平（74）נに類ࣅする。

（筒井崇史）

̑ʣ̡ ۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

̠地区の北ଆに設ఆした調査区で、શ84.5̼、北辺෯13.2̼、南辺෯41.6̼の、南東۱がわ

ずかにಥ出する̡ࣈ形をఄする調査区で͋る。ຊདྷはશ108̼、෯29～49̼で、北でやや西に

ࢪ土ަ通লࠃ、とࢪ道路株式会社ߴくۣ形の調査区を̡地区としていたが、西日ຊ

にかれることになり、今ճの報告する調査地点を新名神ߴ道路備事ۀとして調査を࣮ࢪし

た。なお、ࠃ土ަ通লࢪにͭいては平成27年に下水主遺跡第̔次調査として調査を࣮ࢪし、

すでに報告ࡁで͋る。なお、̡地区のうち、平成26年に調査を࣮ࢪした地点を̡̍区、平成27

年に調査を࣮ࢪした地点を̡３区、ઌड़のަࠃল事ۀ地を̡̎区とした。

̡地区（̡̍区）の現地ද面のඪߴはおよそ14.6～14.8̼で͋る。現地ද下1.0～1.2̼で、上層遺

構として島畑̐基、溝ঢ়遺構３を検出した（第39ਤ）。また、ほ΅島畑の上面で中層遺構として

弥生時代の溝̎、土器ཷまり̍基などを検出した（第45ਤ）。さらに島畑や溝ঢ়遺構をஅちׂる

と、下層から縄文土器の出土が認ΊられたたΊ、調査区の南半部を۷り下͛たとこΖ、下層遺構

として縄文時時代晩期の氾濫流路や土器ཷまりなどを検出した（第48ਤ）。また、現用のۀ用水

路の西ଆにͭいても調査ର地が͋ったたΊ、খنな調査区を̎か所設͚て調査を࣮ࢪしたが、

-̍区北で確認した不҆ఆな土を確認したにとどまる。この̎か所のখنな調査区を合わ

せて、調査面積は2,620㎡で͋る。出土した遺物は理ശ48ശにୡし、大半が下層で出土した縄

文土器で͋る。

基ຊతな層ং（第40ਤ）は、࡞ߞ土とஅされるփ৭࣭࠭土（̍層）の下層に、それͧれްさ10～

20Dmのփ৭ないしԫ৭のཻ࠭ࡉないし中ཻ （࠭̎・̐・６～̔層）などが調査区શମにがる。

これらをআڈすると、ۙ 世ஈ֊の島畑や溝ঢ়遺構を検出した。島畑の部では、փന৭ཻࡉ （࠭22層）

や੨փ৭೪࣭土（33層）などの島畑を構成する土を確認した。これらの土をআڈして基൫層で

͋るにぶいԫ৭೪࣭土（39層）の上面で調査を࣮ࢪした。また、島畑にう溝ঢ়遺構の埋土として

փ৭や੨փ৭、փ৭のཻ࠭ࡉۃないしཻࡉ （࠭30・29・24・23・15～17・９層など）が堆積する。

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ

ౡാ��ʢ̨̭�1ʣ（第39ਤ）　調査区の南東۱で検出した（%4ʵo1区ほか）。南北方向の島畑の͝

く一部を検出したにとどまるが、平成27年に࣮ࢪした下水主遺跡第̔次調査のࡍにԆ部を

検出している。島畑のஅ面؍（第40ਤ）によると、基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭土（39層）を形
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第39ਤ　̡地区上層遺構置ਤ（1/500）

して島畑を形成している。その上部に島畑の࡞ߞ土とਪఆされるփԫ৭೪࣭土（36層）ががり、

փ৭ཻࡉ （࠭35層）をڬんで、島畑の土とਪఆされる੨փ৭೪࣭土（33・34層）の層ংが認Ίられ

る。第６次調査では検出6.2̼、基部検出෯7.1̼、上面検出෯6.0̼、ߴさ0.5̼を確認した。島

畑上面のඪߴはおよそ13.7̼で͋る。島畑にうૉ۷り溝は検出しなかった。なお、第̔次調査

と合わせた૯検出は47.1̼で͋る。遺物は出土していないが、ଞの島畑と同じく中世前半とਪ
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第40ਤ　̡地区南น土層அ面ਤ（1/100）

ఆされる。

ౡാ7�ʢ̨̭��ʣ（第41ਤ）　調査区の南半部中ԝで検出した（%4ʵb5区ほか）。南北方向の島畑

で、南は調査区֎にԆͼる。島畑のஅ面؍（第40ਤ）によると、基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭
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土（39層）を形し、土とਪఆされる੨փ৭೪࣭土（32層）がおかれた上部に࡞ߞ土とਪఆされる

੨ࠇ೪࣭土（31層）ががる。その上部にփ৭ないしփന৭のཻࡉ （࠭22・25・26層）の層ংがが

り、島畑の土と考͑られる。その上部には中ཻ࠭が堆積するが、特に７層は島畑69から溝ঢ়遺

構̨̙02を経て島畑70、さらに溝ঢ়遺構̨̙04にか͚て、ほ΅શ面に認Ίられることから洪水等

による࠭層のՄੑがࢦఠできる。検出28.0̼、基部෯8.5̼、上面෯5.9̼、ߴさ0.3～0.4̼で

͋る。島畑上面のඪߴはおよそ13.5̼で͋る。島畑の上面では̐のૉ۷り溝を検出した。うち

̎は島畑北のࣼ面で検出したいもので͋る。ૉ۷り溝は検出2.7～24.1̼、෯0.5̼前ޙ、

ਂさ0.1̼前ޙで͋る。遺物は島畑上面のਫ਼査中やૉ۷り溝から土師器や須恵器、נ器などが出

土した。時期は中世前半で͋る。

ౡാ71ʢ̨̭1�ʣ（第42ਤ）　調査区の北半部中ԝで検出した（$4ɻ y7区ほか）。南北方向の島畑

で、平成27年の下水主遺跡第̔次調査のࡍにԆ部を検出している。島畑のஅ面؍（第44

ਤஅ面E-E�）によると、島畑の基൫層と考͑られるのは୶ԫ৭やփԫ৭のཻ࠭ࡉۃないしシルτ

（̐・̑層）で、その上部にബくにぶいԫ৭೪࣭土（３層）ががる。３層が島畑土かどうか不明

で͋るが、その上部に土とਪఆされるփΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃ～シルτ（̎層）の層ংが確認でき

る。この層からૉ۷り溝が۷りࠐまれている。̎層にͭいては、அ面e-e�、அ面f-f�のそれͧれ̎

層にରԠする。検出29.7̼、基部෯8.9̼、上面෯6.8̼、ߴさ0.5̼で͋る。島畑上面のඪߴは

およそ13.6̼で͋る。島畑の上面では６のૉ۷り溝を検出した。東西方向のものと南北方向の

ものがそれͧれ３ずͭで͋る。ૉ۷り溝は検出1.9～22.2̼、෯0.3～0.5̼、ਂさ0.1～0.2̼で

͋る。島畑71は下水主遺跡第̔次調査の調査成Ռを合わせると、検出は67.5̼で͋る。遺物は

島畑のਫ਼査中やૉ۷り溝から土師器や須恵器、נ器が出土した。時期は中世前半で͋る。

ౡാ7�ʢ̨̭��ʣ（第41・42ਤ）　調査区の西辺で検出した（$4ɻ W8区ほか）。南北方向の島畑で

͋るが、西半部は調査区֎となる。また、北半部では当初、҆ఆした島畑を検出することができ

なかったたΊ、ޙ世の֧ཚ等のたΊ島畑が遺存していないと考͑ていた。しかし、平成27年の

第̔次調査にう̡̎区の島畑72の調査成Ռによると、ೈऑな地山の上に形成された島畑で͋る

ことが確認できたたΊ、島畑の痕跡が不明ྎとなっていたൣғにͭいても、こうしたೈऑな地൫

に島畑が形成されていたとஅした。なお、基部にͭいては部తに確認することができた。島

畑のஅ面؍（第40ਤ）によると、基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭土（39層）の上部には੨փ৭やփ

৭のཻ͋࠭ࡉるいは೪࣭土（15・16・18・21層など）が島畑72から溝ঢ়遺構̨̙04にか͚て堆積し

ている。このことから島畑72は、ଞの島畑にくらてૣくに࡞ߞをఀࢭし、ཻ࠭ࡉ等によって埋

した考͑られる。検出75.0̼、基部検出෯4.8̼、上面検出෯4.4̼、ߴさ0.4̼で͋る。島畑

の上面のඪߴはおよそ13.4̼で͋る。島畑の上面でૉ۷り溝は検出しなかった。島畑72は平成27

年に࣮ࢪした下水主遺跡第̔次調査のࡍにԆ部を検出しており、྆ 調査成Ռを合わせると、

検出は102̼にୡする。遺物は島畑の۷中やਫ਼査中に土師器や須恵器、נ器などが出土した。

時期は中世前半で͋る。

調査区の東半部、島畑69と70の間で検出した（%4ʵf4区ほか）。南　（第41ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ
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第41ਤ　̡地区島畑70・72（南半部）平面ਤ（1/200）



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-þ３-

第42ਤ　̡地区島畑70・72（北半部）平面ਤ（1/200）
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第44ਤ　̡地区島畑ほかஅちׂり土層அ面ਤ（1/100）
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北方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。平成27年に࣮ࢪした下水主遺跡第̔次調査のࡍにそのԆ

部で͋る溝ঢ়遺構̨̙45を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第40ਤ）によると、基൫層で

͋るにぶいԫ৭೪࣭土（39層）を۷りࠐんで溝ঢ়遺構を形成している。この上部にփ৭や੨փ৭

のཻࡉۃ （࠭23・24・29・30層など）が堆積する。この上部にएׯの層をڬんでփ৭ཻ࠭ࡉや中ཻ

（࠭７～10層）がく̨̙02を෴うように堆積する。検出39.2̼、検出෯12.6̼、ਂさ0.4̼前ޙ

で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.2mで͋る。第̔次調査と合わせた検出は約87mで͋る。遺物

は埋土の۷中やਫ਼査中に土師器や須恵器、נ器、ಃ࣓器などが出土した。時期は中世前半で͋

る。

り、島畑70・71と72の間で検出した（$4ʵد調査区の中ԝ、やや西　（第41・42ਤ）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

x7区ほか）。南北方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。平成27年に࣮ࢪした下水主遺跡第̔次調

査のࡍにそのԆ部で͋る溝ঢ়遺構̨̙43を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面の؍（第40ਤ）によ

ると、基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭土（39層）を۷りࠐんで溝ঢ়遺構を形成している。この上部に

փ৭や੨փ৭のཻࡉۃ （࠭20・21・27層など）が堆積する。この上部から島畑72にか͚て੨փ৭

や明փ৭のཻ࠭ࡉや೪࣭土（15・16・18層など）がく堆積する。この上部の堆積層は下層の

20・21層をりࠐんで堆積している。検出75.8̼、検出෯4.1～5.1̼、ਂさ0.3～0.5̼で͋る。

溝ఈのඪߴはおよそ13.1mで͋る。第̔次調査と合わせた検出は約102mで、島畑72と同じさ

で͋る。遺物は埋土の۷中やਫ਼査中に土師器や須恵器、נ器、ಃ器などのほかנؙݢなどが出

土した。時期は中世前半で͋る。

。調査区のほ΅中ԝ、島畑70と71の間で検出した（%4ʵH5区ほか）　（第42ਤ）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

東西方向の溝ঢ়遺構で、島畑70と71を͚る。̨̙10の埋土はΦリーϒփ৭ないしփ৭のཻࡉ

࠭で͋る。検出8.3̼、検出෯7.6̼、ਂさ0.5̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.1mで͋る。遺

物は埋土の۷中に土師器や須恵器のほか、弥生時代のຏ製石ිなどが出土した。時期は中世前

半で͋る。

ᶄத遺ߏ

調査区のほ΅中ԝ、島畑70の北部で検出した（%4ʵi7・j7区）。検出　（第46ਤ）�1̨̙ߔ

3.5̼、෯0.7～0.8̼、ਂさ約0.1̼で͋る。埋土はփΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃ～ཻ࠭ࡉの̍層で͋る。

北にରして20°東ৼる。ޙड़する溝̨̙22と同一のものと考͑られるが、溝ঢ়遺構̨̙10によ

って大きく平されてஅされている。弥生土器や古式土師器の破片が出土した。時期は古墳時

代初಄で͋Ζう。

調査区のほ΅中ԝ、島畑71の南半部で検出した（%4ʵf5・f6・H6区）。検　（第46ਤ）��̨̙ߔ

出約７̼、෯1.2～1.5̼、ਂさ0.2̼で͋る。埋土は大きく̎層にかれ、上層がփԫ৭ཻ࠭ࡉ

下層がփ৭シルτで͋る。北にରして26°東ৼる。上ड़の溝̨̙21と同一のもの、ཻ࠭ࡉۃ～

で͋Ζう。古式土師器のᙈやߴഋ、器などが出土した（第57ਤ169～172）。時期は古墳時代初಄

で͋る。

̨̠��（第47ਤ）　調査区の南半部で検出した（%4ʵj6・k6区）。平面形は三֯形にۙい不
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第45ਤ　̡地区中層遺構置ਤ（1/500）

形な形ঢ়をఄし、࣠1.5̼、࣠1.2̼、ਂ さ0.1̼で͋る。埋土はփ৭ཻ࠭ࡉۃ～シルτで͋る。

遺物は古式土師器のᙈやߴഋが出土した（第57ਤ173～175）。時期は古墳時代初಄で͋る。

̨̠��（第45ਤ）　島畑71の南西部で検出した（%4ʵH8区）。平面形は۱ؙ方形をఄし、શ

0.7̼、෯0.4̼、ਂさ0.05̼で͋る。埋土はԫ৭ཻ࠭ࡉで͋る。遺物は土師器のࡉ片が出土

したものの、ৄしい時期は不明で͋る。周辺の遺構と同時期の古墳時代初಄のもので͋Ζう。
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第47ਤ　̡地区土坑̨̠20・不明遺構̨̭26࣮測ਤ（1/100・1/50）

第46ਤ　̡地区溝̨̙21・22࣮測ਤ（1/100・1/50）

ෆ໌遺̨̭ߏ��ɾ��ɾ��ɾ��（第45ਤ）　調査区の֤所で検出した不形な形ঢ়の落ちࠐみで

͋る。いずれもࣗવ地形に༝དྷするとਪ測される。遺物は土師器片などが出土したものの、量త

には少ない。時期は中世よりも古く、弥生時代よりも新しいとਪఆされるが、ৄしい時期は不明

で͋る。

ᶅԼ遺ߏ



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-þĀ-

第48ਤ　̡地区下層遺構置ਤ（1/400）

ম̨̭��（第49ਤ）　調査区の南半部、西辺دりで、落ちࠐみ̨̭40の北ଆで検出した（%4

ʵi8区）。平面形はややପԁ形をఄし、࣠1.2̼、࣠1.1̼、ਂさ0.1̼で͋る。土坑の東半部の

ఈ面がมする。埋土はփΦリーϒ৭ないしΦリーϒփ৭のཻ࠭ࡉۃで͋る。埋土から少量の縄

文土器片が出土した。時期は縄文時代晩期で͋る。

མͪࠐΈ̨̭4�（第48・50ਤ）　調査区の南半部、氾濫流路̧̣38の北ଆで検出した（%4ʵi6区

ほか）。平面形は不形な形ঢ়で、ࣈ̡ٯ形にԜんだඍ地形をఄしており、ࣗવ地形に༝དྷする

ものと考͑られる。検出したൣғは東西13.7̼、南北10.5̼、ਂさは地点によってࠩҟが͋り、

0.1～0.9̼で͋る。埋土は、࠷もਂい例では̑層ほど͋る（第50ਤஅ面a-a�）が、ઙい事例では̍～

̎層で͋る。a-a�அ面では、上からփΦリーϒ৭ཻࡉۃ （࠭̍層）、ઙԫ৭ཻ࠭ࡉۃ～シルτ（̎層）、

明ԫ৭ཻ࠭ࡉۃ～シルτ（３層）、փԫ৭シルτ（̐層）、にぶいԫᒵ৭ཻࡉ （࠭̑層）となってい

る。一方、D-D�அ面では、ઙԫ৭೪土（̎層）、փԫ৭シルτ（３層）の̎層が͋る。遺物はこれら

のԜみからଟの縄文土器が出土した（第68ਤ261～第69ਤ274）。時期は縄文時代晩期で͋る。

ࣗવྲྀ࿏̧̣��（第48・51ਤ）　調査区の南で検出した（%4ʵj5区ほか）。ޙड़する氾濫流路

̧̣42の上層に位置する。平面形はހঢ়をఄする。検出૯Ԇ33.8̼、෯3.5～5.5̼、ਂさ0.5～



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-ÿ÷-

0.6̼で͋る。埋土は大きく３

層にかれ、a-aʟஅ面の堆

積をみると、明փ৭シルτ

～୶ԫ৭シルτ（̍層）、փԫ

৭シルτ（̎層）、明փ৭

シルτ（３層）で͋～ཻ࠭ࡉۃ

る。なお、中層遺構面検出時

に調査区の南半部でހঢ়ఄす

る土৭のม化を確認していた

が、検出位置からݟて̧̣38

の࠷上層に૬当すると考͑ら

れる。遺物は３層を中৺とす

る堆積土からଟの縄文土器

が 出 土 し た（ 第67ਤ248～

260）。時期は縄文時代晩期で

͋る

りの、氾濫流路̧̣38の北ଆで検出した（%4ʵl9区ほد調査区の南半部西　（第48ਤ）41̨̙ߔ

か）。検出5.5̼、෯0.9～1.3̼、ਂさ0.3̼で͋る。溝の埋土は҉Φリーϒփ৭͝くཻ࠭ࡉない

しシルτで͋る。人ҝతな溝かどうかஅできなかったが、̧̣38とฒ行していることからޙड़

する氾濫流路̧̣42の埋աఔで生じたࣗવ流路の̍ͭかもしれない。

൙ཞྲྀ࿏̧̣4�（第53・54ਤ）　調査区の南、氾濫流路̧̣38の下層で検出した（%4ʵj5区ほ

か）。木の氾濫によって形成された୩ঢ়地形で͋る。この୩ঢ়地形は木の氾濫によって

生じた洪水が、当時の地ද面をፘって形成されたもので、このように形成された流路のことを「氾

濫流路」とよぶ
ㅭ㉅14ㅮ

。この氾濫流路は、洪水のੑ֨上、ऄ行しているとਪఆされるが、調査ではその

一部を確認したもので、୩ঢ়地形の平面形はހঢ়をఄする。̧̣42は平成27年の第̔次調査の

、にͭいて、第54ਤ上ஈの調査区東นで֓要をड़るとگにԆ部を検出した。̧̣42の堆積ঢ়ࡍ

木の氾濫等で形成された؇い「̪」ࣈঢ়の地形の࠷下層には南ଆを主ମとしてփന৭の中ཻ

࠭やཻࡉۃ （࠭28・31層）が堆積する。その上層は20ܘDm内֎の流木がփന৭中ཻ࠭とփԫ৭

シルτのޓ層（19層）に堆積している。これより上部も、փ৭シルτとփന৭中ཻ࠭のޓ層（16層）

やփന৭中ཻ࠭とփԫ৭シルτ（18層）、փ৭シルτとփന৭中ཻ࠭のޓ層（20層）などのよう

にシルτと中ཻ࠭のޓ層がϥϛφを形成しながらްく堆積している。̧̣42は、ほ΅こうした堆

積で埋していることから、洪水等を原因とする水の流ೖによってঃʑに埋していったと考͑

られる。第６次調査での૯検出16.4̼、෯17.0̼、ਂさ1.7～2.0mで͋る。

遺物等の出土ঢ়گでは、まず下層を中৺に大量のࣗવ木が出土した。出土したࣗવ木のଟくは、

ઌを流れの方向に向͚ており、洪水によって流されたもので͋ることがうかが͑た。こうした

第49ਤ　̡地区ম土坑̨̭39࣮測ਤ（1/20）
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第50ਤ　̡地区落ちࠐみ̨̭40土層அ面ਤ（1/50


ࣗવ木の堆積は東ଆに当たる下水主遺跡第̔次調査̡̎区の調査でも確認している。また、堆積

層からは縄文時代晩期の土器がଟ出土した。これらの大半は୩ঢ়地形の南ଆࣼ面に集中してい

るようすがうかが͑た（第53ਤ）。第53ਤの上部の一܈は̧̣38で出土した一܈で͋る（第67ਤ248

～260）。同じく下部で出土した一܈は、̧̣42のఈ面にして出土したものが大半をΊる（第

61ਤ187～第66ਤ247）。当初、これらの遺物にͭいては、洪水等によって西ଆから流されてきた

ものと考͑ていたが、遺物のଟくでຎが認Ίられないことや、出土ঢ়گが南ଆࣼ面に集中する

ことなどから、調査地の南ଆからغされたՄੑがߴいと考͑られる。また、木の࣮などの༗

機物のほか、ᓄঢ়木製品のະ製品が出土した（第74ਤ309・310）。なお、第６・̔次྆調査区で検

出した̧̣42のنは、૯検出約50 （̼ະ調査区をؚむ）、෯9.8～17.1̼、ਂ さ1.8̼前ޙで͋る。

（戸原人・渡ᬑ拓也・筒井崇史）

ʢ̏ʣग़遺

ᶃ্遺ߏग़遺

ౡാ7�（第55ਤ98～127）　98～103は土師器ࡼで͋る。ޱԑ部にϤコφσをࢪして֎ؾຯと

なるもので、ఈ部の形ঢ়がؙみをଳͼるもの（98・101）と、平ఈのもの（99・100・102・103）とが

͋る。104～111はנ器で͋る。ޱԑ部の破片をଟくఏࣔしたが、ޱԑ部にઢをࢪすもの（104・
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第51ਤ　̡地区ࣗવ流路̧̣38土層அ面ਤ（1/50）

第52ਤ　̡地区ࣗવ流路̧̣38・氾濫流路̧̣42縄文土器出土ঢ়گӨਤ
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第53ਤ　̡地区氾濫流路̧̣42平面ਤ（1/150）

105・108・109）と、ࢪさないもの（106・107）とが確認できる。調はຎ໓のたΊ不明なものがଟ

いが内面にϛΨΩをややૈくࢪすものが͋る。110・111はఈ部で、அ面三֯形のߴをషり͚

るɽ内面にϛΨΩや҉文が確認できる。112は器種不明の土師器で͋る。ޱԑ部֎面にஅ面三֯

形のಥଳঢ়のものが८る。113・114は須恵器ുのޱԑ部のখ破片で͋る。ともにޱԑ面がճస

φσにより少しԜむもので͋る。115はന࣓で͋る。ޱԑ部がڧく֎するものでᶞ類で͋
ㅭ ㉅ 1 5 ㅮ

る。

116は土師器の൫やࡼのような器形とਪఆされるが、ৄࡉは不明で͋る。117はಸྑ時代の土師器

ഋ̖で͋る。ޱԑ部が大きく֎し、ޱԑ部がͭまみみ上͛ؾຯにංްするもので͋る。調

は内֎面ともϤコφσで、҉文等は確認できない。118は須恵器ഋ̗֖のখ破片で͋る。117・

118はಸྑ時代のものとਪఆされる。119・120は須恵器ഋ֖のখ破片で͋る。形ଶから古墳時代
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中期ࠒのಃ༢編年̩̠47ܕ
ㅭ ㉅ 1 6 ㅮ

式前ޙのものではないかと考͑る。121は須恵器ߴഋの٭部の破片

で͋る。֎面にࣗવがணする。122・123はঙ内式のᙈのޱԑ部で͋る。ともにޱԑ部をͭま

み上͛、123は֎面にタタΩがݟられる。124～126は弥生土器で͋る。124はड͚ޱঢ়をఄするᙈ

またはᆵで、ޙ期のもので͋Ζう。125はᆵのఈ部の破片で͋る。ޙ期のもので͋Ζうか。126は

中期のߴഋの٭部で͋Ζう。֎面にઢを̍確認できるଞ、0.3ܘDmఔのখԁが確認

できる。127は縄文土器ઙുで͋る。ޱԑ部がٯ「く」ࣈঢ়をఄし、ޱԑ部の内֎面にϛΨΩを

す。116～127は島畑の造Ӧ前の遺物で、ଞの調査区にくら島畑ࢪす。ମ部֎面にはέズリをࢪ

造成Ҏ前の弥生時代から古代にか͚ての遺物がଟく出土している。この点は北ଆの/地区におい

ても同༷の向がうかが͑、下水主遺跡の%・̚・(～̠地区にくらて出土点がଟい点で

される。

ౡാ71（第55ਤ128～130）　128は土師器のとਪఆされる。内֎面ともφσで上͛る。129
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は࣭נ土器のುで͋Ζう。ޱԑ部は؇やかなड͚ޱঢ়をఄする。130は119・120と同じく須恵器

ഋ֖のখ破片で͋る。時期もおおむねઌのものと同じとਪఆされる。

ౡാ7�（第55ਤ131）　131は土師器または弥生土器のᆵのޱԑ部の破片とࢥわれる。

ຯで、132はやؾで͋る。ともに平ఈࡼ132・133は土師器　（第55ਤ132～140）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

第55ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ （̍1/4）
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第56ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ （̎1/4）

やްखのもので͋る。134～136はנ器で͋る。135はઢを༗する。135・136は内面にૈいϛ

ΨΩを確認できる。137はಃ器ᆵで͋Ζう。֎面の上半部のみにᬵༀをࢪす。138はಃ器のఈ部

で͋る。内面にはᬵༀをࢪす。ఈ部はり出しߴで͋る。139は須恵器ുで͋る。ޱԑ部は内

ԑ部֎面にճసφσのԜತޱ。するようにͭまみ上͛たような形ঢ়で、֎ଆの面は面をなす

が明ྎに認Ίられる。140は࣭נ土器Րുでで、ৄࡉは不明で͋るが、ްखで͋ることからՐു

などと考͑られる。
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ຯ、143がややؙみؾで͋る。141・142は平ఈࡼ141～143は土師器　（第56ਤ）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

の͋るఈ部で͋る。144は土師器ഋまたはのޱԑ部とࢥわれる。145は土師器で͋るがৄࡉな器

種は不明で͋る。ޱԑ部は؇やかに֎したޙにわずかに内ؾຯとなる。146～150はנ器で

͋る。149はޱԑ部内面にઢをもͭが、ほかは部をؙくೲΊる。また、149は内面にີにϛ

ΨΩをࢪすが、ほかはૈいϛΨΩをࢪす。151は࣭נ土器のുで͋る。ޱԑ部がͭまみ上͛ؾ

ຯとなり、֎面はϤコφσによりわずかにԜむ。152は須恵器の片ുޱで͋る。ޱԑ部内面

にڧいճసφσによって、わずかなஈが形成され、ड͚ޱঢ়となる。内֎面ともճసφσをࢪす。

153は࣭נ土器の߳で͋る。෮9.5ܘޱݩDmఔのখܕ品で、ఈ部をܽଛする。֎面にՖ文とਪ

ఆされるԡ印が認Ίられる。154～157は੨࣓で͋る。154～156は、いずれもほ΅ઢతにԆͼ

るޱԑ部の破片で͋る。157はఈ部の破片で、ߴはり出しで͋る。158・159はന࣓のޱԑ

部で͋る。どちらも֎面がۄԑঢ়をఄするᶚ類で͋る。160・161は土師器Ӌזで͋る。いずれも

௳のみのࢿྉで͋る。162は࣭נ土器Րുなどのఈ部で͋Ζう。163はಃ器のᎬりുで͋る。内面

には̐前ޙを一組とするが認Ίられる。164は土師器ഋで͋る。ޱԑ部はやや大きく֎

する。165は土師器ുで͋る。ޱԑ部֎面をわずかに۶ۂさせ、ಥଳঢ়をఄする。166はנؙݢで

͋る。נ当は、֎区が෯1.5Dmߴ、 さ1.5Dmఔのཱԑの内ଆにघ文が८り、内区は文で͋る。

中世Ҏ߱のもので͋Ζう。164は弥生土器ᆵまたはᙈで͋る。؇やかにड͚ޱঢ়をఄし、ޱԑ部

֎面にಥ文をࢪす。168は弥生土器ᆵまたはᙈのఈ部で͋る。ಥ出ఈで͋る。調は内֎面とも、

ϢϏΦαΤやφσをࢪす。

ᶄத遺ߏग़遺

ԑ部はͭまみ上͛ない点やମ部内面のέズޱ。169はᙈで͋る　（第57ਤ169～172）��̨̙ߔ

リがᰍ部までୡしない点など、一ൠతなঙ内式ᙈとはҟなるものの、ےࡉのタタΩやέズリをࢪ

している点からঙ内式ᙈのൣᙝでଊ͑ることができよう。170は器のޱԑ部とࢥわれる。大き

く։くᰍ部から、やや内方よりにޱԑ部がくԆͼるもので͋る。171は০ߴഋの٭部の破片

とࢥわれる。部をܽଛするが、٭柱部下から大きく։き、࠶ͼ۶ۂして部にࢸる器形をఄ

するが、٭部と٭柱部はܽଛ

する。上辺ଆにٖԜઢが̐ࢪ

される。172はখܕのᆵのޱԑ

部で͋る。まっす͙ࣼΊ上方に

Ԇͼ、খؙܕఈ土器のޱԑ部か

もしれない。

  ̨ ̠��（ 第57ਤ173～

175）　173はయܕతなঙ内式ᙈ

で͋る。ޱԑ部をわずかにͭ

まみ上͛、ମ部֎面にےࡉのタ

タΩをࢪす。また内面のέズリ第57ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ３（1/4）
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はᰍ部までୡする。174は土師器ߴഋの٭柱

部で͋る。175はߴഋないし器の٭部で

͋る、柱ঢ়をఄする上半部から大きくϋࣈঢ়

に։く形ଶとなる。

ᶅ遺แؚग़遺物（第58ਤ）

上層ないし中層遺構にう遺物แؚ層から

出土した遺物をまとΊた。176～179は土師器

でࡼのܕຯのখؾで͋る。176はややؙఈࡼ

͋る。177はޱԑ部内面がわずかにԜむも

ので͋る。178・179はޱԑ部がやや大きく֎

する。177～179はܽଛするものの、おおむ

ね平ఈとਪఆされる。180～182はנ器で͋

る。180はޱԑ部がわずかに֎し、部は

ؙくೲΊる。181はޱԑ部内面にઢをࢪ

し、内面にີにϛΨΩをࢪす。182はややްखのͭくりで、ޱԑ部をؙくೲΊる。183はנ器ࡼ

で͋る。平ఈؾຯのఈ部から大きく֎するޱԑ部がཱち上がる。ఈ部内面にδάβά҉文をࢪ

す。184はఱの部の破片とਪఆされる。185は弥生土器ᰍᆵのޱԑ部とਪఆされる。

186は弥生土器ᆵもしくはᙈのఈ部の破片で͋る。ఈ部֎面の中ԝがわずかにԜむ。

（筒井崇史）

ᶆԼɾ࠷Լग़遺

縄文時代の遺物は理ശ28ശ出土している。そのଟくは氾濫流路̧̣42およͼその周辺の遺

構から出土した。ᆵのޱԑ部片のՄੑが͋るものが点ؚまれるほかは、基ຊతにはਂുとઙ

ുから構成される。Ҏ下では、まず今ճ出土した土器の基ຊతなܕ式にͭいて類を行ったޙ、

す؍別の遺物にͭいて出土地点͝とに֓ݸ
	㉅ 1 7 


る。ݸ別の土器のৄࡉな報にͭいては遺物؍ද（

ද̑）をࢀরいただきたい。

̰ʣثͷྨ

ͷثܗുਂ （ྨ第59ਤ）　ਂു形土器（Ҏ下、ਂു）にはޱᰍ部にತଳがషされているもの

といないものの̎種が͋り、前者をᶗ類、ޙ者をᶘ類とする。また、ತଳやޱԑ部のࠁの༗

ແに関わらず、主にશମの器形によって̖～̛類の６大別を行う（第59ਤ）。ತଳの༗ແと器形の

組合せによって、ᶗ̖類、ᶘ̘類といったようにਂുのܕ式類を設ఆする。

　ͷྨܗث

"類：֎するޱᰍ部をもち、部のらみがݦ著ではないもの。部࠷大ܘは部上位に͋

る。部とޱᰍ部のڥの形ঢ়によってࡉする。

　̖̰類：ޱᰍ部と部のڥに明ྎなྏをもͭもの。

　̖̱類：ޱᰍ部と部のڥをತଳঢ়に࡞り出すもの。

第58ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ （̐1/4）
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　̖̲類：ޱᰍ部と部のڥにషತଳをもͭೋತଳ文ਂു。

̗類：くཱち上がるޱᰍ部を࣋ち、部とޱᰍ部のڥ界が明ྎなもの。部࠷大ܘは部中

位に͋る。

̘類：内ؾຯにくཱち上がるޱᰍ部をもち、部࠷大ܘが部中位に͋るもの。ޱᰍ部と

部のڥに明ྎなྏをもͭものと、ڥが؇い̨ࣈঢ়をఄするものが͋る。

̙類：֎ؾຯにཱち上がるޱᰍ部をもち、ほ΅ઢతにޱᰍ部と部がͭながるもの。ޱᰍ

部と部のڥは不明ྎで、部のέズリがޱᰍ部までٴぶものも͋る。大形品にଟい。

̚類：֎するޱᰍ部をもち、ޱᰍ部と部のڥに̍のઢをもͭもの。খ形で半ਫ਼製品に

。られるݶ

第59ਤ　̡地区出土縄文土器ਂുの主要ܕ式
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第60ਤ　̡地区出土縄文土器ઙുの主要ܕ式

̛類：ٯԁਲ਼形をఄするૈ製のもの。

ઙുܗثͷ （ྨ第60ਤ）　ઙു形土器（Ҏ下、ઙു）は、主にޱԑ部の形ଶ・形ঢ়による類

を行う。

"類：ٯくのࣈঢ়ޱԑ部をもͭもの。ޱԑ部の内֎面はࠇ৭研ຏされる。۶ۂ部からのཱち上

がりのߴさによってࡉする。

　̖̰類：۶ۂ部からのཱち上がりのߴさが4.0Dmະຬのもの。

　̖̱類：۶ۂ部からのཱち上がりのߴさが4.0DmҎ上のもの。

#類：ޱԑ部が֎ଆにく֎し、平ޱԑをもͭもの。

$類：֎ଆに֎するޱԑ部をもち、ޱԑ部の内֎面にತଳないしઢをもͭもの。ತଳや

ઢをফࣦしたものも͋るが、ঢ়ޱԑઙുはこの類にؚむ。ޱԑ部の形ଶによってࡉする。

　$̰類　平ޱԑをもͭもの。

　$̱類　ঢ়ޱԑをもͭもの。

̙類：ޱԑ部が֎ଆにઢతに։き、内֎面にತଳをもͭもの。半ਫ਼製の土をもͭ。

̚類：֎ؾຯにཱち上がるޱᰍ部をもͭもの。製ٕ࡞ज़はਂു̖類とڞ通する。

̛類：ٯԁਲ਼形をఄするもの。ްखでૈ製のもので͋る。

̜類：๒形をఄするもの。
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̝類：୯७な形をఄするもの。

̱ʣग़遺

൙ཞྲྀ࿏̧̣4�（第61ਤ187～第66ਤ247）　今ճの調査の中で、࠷もまとまって縄文土器が出

土した。૯じてද面のߥれは少なく、周辺で用された土器が氾濫流路の中にغされていたも

のと考͑られる。ਂുとઙുのൺはޱԑ部のΧンτで71：29で͋り、ۙـ地Ҭにお͚る晩期

中༿の遺跡としては一ൠతな値で͋る。ᆵと考͑られるものは認Ίられなかった。

ਂുではᶗ類とᶘ類のൺは58：42で、ޱᰍ部にತଳをͭ࣋ᶗ類のൺがやや上ճる。ޱᰍ部

と部のڥにತଳをͭ࣋ೋತଳ文ਂു̖̲類は存在しない。192～197・199はತଳをもͭਂു

ᶗ類で͋る。器形には̖̰類、̘ 類、̙ 類が͋るが、ᶗ̗類に֘当するものは認Ίられなかった。

187～189はਂുᶘ̗類で͋る。187はほ΅શ形をうかがうことができるもので͋り、ܘޱ

12.7Dmを測る。֎面には不ఆ方向のέズリ、内面にはࢦ಄ѹ痕をすখ形のもので͋る。188・

189はやや内ؾຯにཱち͋がるいޱᰍ部をもͭ。それͧれޱԑ部にϋέঢ়（188）۩、ない

しࢦΦαΤ（189）によるࠁがࢪされる。

190～192は器形̖̰類で͋る。190はᶘ̖̰類で、ޱԑ部は面औりされる。内֎面とも೪土

の輪積み痕跡を明ྎにし、֎面にはਧきこ΅れによると考͑られるコήが認Ίられる。192は

ࠁのࣈԑ部から0.5Dmఔ下がった位置にখさな̙ޱ。ᰍ部にತଳをもͭᶗ̖̰類で͋るޱ

ತଳがऔりき、ܘޱが30DmҎ上に෮ݩできる大形品で͋る。内面はϋέで上͛られる。

193～197は器形̘類のਂുで͋る。ತଳを࣋たないᶘ̘類のൺはく、ଟくはޱᰍ部にತଳ

をͭ࣋ᶗ̘類に類される。また、ൺֱత大形のものがଟい。194はޱԑ部、ತଳとも̙ࣈ形

のࠁがࢪされる。ମ部֎面はέズリがࢪされ、内面はϋέঢ়۩の痕跡がる。196はܘޱ

39.4Dmに෮ݩすることができる大形のもので͋る。ޱᰍ部と部のڥには؇いྏをもち、部は

大きく։く。

198～200は器形̙類で͋る。̘類同༷大形に෮ݩできるものがଟく、ޱԑ部にはいずれも̙

200はᶘ̙類。ͭ࣋をࠁঢ়のࣈされる。199はᶗ̙類で͋る。ತଳ上にはい̙ࢪがࠁঢ়のࣈ

で、34.2ܘޱDmに෮ݩすることができる。֎面にはತଳを࣋たず、ڧいφσがΊ͙っており内面

にはϛΨΩが認Ίられる。

201は形に෮ݩすることができたްखでૈ製のਂുで͋り、7.4ܘޱDm、器19.7ߴDmを測る。

֎面には部からఈ部までૈいέズリがࢪされており、ޱᰍ部はڧいφσで成形される。࡞りは

でޱᰍ部のڥがൺֱత明ྎな部と、ྏ の࡞りがくଆ面؍がٯԁਲ਼ঢ়をఄする部が͋る。

֎面にはεεが著しくணしている。

202はᶗ̚類で͋る。半ਫ਼製の土で製࡞されており、内֎面ともࠇ৭ຏ研される。ޱԑ部

下にແࠁತଳをもち、内面にはஅ面三֯形ঢ়のઢがΊ͙る。なお、今ճ確認できた&類のਂ

ുはこの̍点のみで͋り、શମの中のൺはۃΊてい。

203～205はٯԁਲ਼形の器形をͭ࣋と考͑られるਂു̛類で͋る。今ճの調査ではશ形をうかが

うことができるものは出土していないが、同じ南山城地Ҭのࠤ山ೌ垣֎遺跡で出土したものなど
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第61ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ （̑1/3）　̧̣42ᶃ
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第62ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ６（1/3）　̧̣42ᶄ
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第63ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ７（1/3）　̧̣42ᶅ

をࢀ考にすると、ઑఈをもͭٯԁਲ਼形に෮ݩすることができる。203は෮22.3ܘޱݩDmを測る。

֎面には೪土合痕がݦ著に認Ίられる。204・205は"類ないし̘類のՄੑも͋るが、֎が

ऑく、また、203のようにૈࡶな調で͋ることから̛類とした。いずれもޱԑ部は面औりし

たのち、ࠁをࢪす。

206～209はਂുఈ部をਤ化した。ఈ部は破片となっているものがほとんどで͋るが、ઑఈない

しؙఈのものがややଟい向に͋り、平ఈのものは208・209などで、やや少ない。

210～213はମ部֎面に縄文をുਂͭ࣋で͋る。213Ҏ֎はମ部片のみで͋り、すてで̔破片

出土した。いずれの破片もઙԫ৭をఄし、ࢪ文原ମも類ࣅしていることから、同一ݸମのՄ

ੑがߴい。213は平ఈのఈ部で͋り、෮ݩఈ部8.0ܘDmを測る。ఈ面ۙくはφσ痕跡がり、縄文

によるࢪ文はٴばない。ޙ期の北ന上層式にଐするもののࠞೖで͋Ζうか。
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第64ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ （̔1/3）　̧̣42ᶆ

第64ਤには、器形はわからないものの特తなものをਤ化した。214は֎するޱᰍ部をもͭ

ਂുで͋る。ޱԑ部は面औりしたのち、൘ঢ়۩のようなものでԡさ͚͑ͭるようにઙいࠁ

がࢪされる。ほかのਂുよりも器นはややްखで͋り、土もҟなっていることから֎དྷ系、も

しくはࠞೖ品のՄੑがߴいと考͑られる。215～221はਂു"類ないし$類のޱᰍ部で͋る。ತ

ଳのࠁには平面形ঢ়が̙ࣈ形のもの（216・220・221）、ᶛࣈ形のもの（217・218）、0ࣈ形（219）

のものなどόリΤーシϣンが͋る。̙ࣈ形のものは෯̍Dmఔを̍Dmほどの間ִでࠁむものがଟ

いが、216のように۩をԣからԡし当てることによって、ԣでઙい̙ࣈ形となるものや、半

文するもの（221）もわずかながら存在する。219はϢϏࢪい間ִでڱを用いて۩竹のようなࡋ

ΦαΤによるࠁをޱԑ部およͼತଳにࢪす。ತଳはߴく、しっかりとしたものを上下からφ
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σることによってషり͚る。̤ࣈঢ়のࠁをもͭものは少なく、この̍点のみで͋る。内面に

は۩によるタς方向のઢࠁঢ়の痕跡が認Ίられる。220はತଳ下に̎のิमをもͭもの

で͋る。の内部にはεε・コήが認Ίられ、ઠޙもଓ͚て用されたことをうかがうことが

できる。222は֎面に痕をすਂുのޱᰍ部で͋る。ޱԑ部には̞ࣈঢ়のࠁがࢪされる。

225・226は内面にઢをもͭਂുで͋る。いずれも部Ҏ下はܽଛしており、器形は明らかでは

ない。224はややബखのもので͋り、֎面はϛΨΩで上͛る。

ઙുはޱԑ部のΧンτで45破片認Ίられる。主ମとなるのは内֎面ࠇ৭研ຏされたٯくのࣈ

ঢ়ޱԑをもͭઙു̖類で͋り、13点をਤ化した（第65ਤ）。227～232は"̰ 類で͋る。ޱԑ部の

形ঢ়は֎ંさせるものが࠷もଟく（227・228・231）、やや֎ଆにංްさせるもの（229・230）、ؙ

く୯७におさΊるもの（232）などόリΤーシϣンが͋る。ޱԑ部の形ঢ়にかかわらず、内面な

いし֎面にઢをࢪすものがଟい。また、ޱԑ部とମ部の間の֎面にઢをͭ࣋ものも͋る（227・

231）。228は内しながら部をڧく֎ંさせるもので͋り、ややްखながらもほかのものとൺ

て内֎面ともೖ೦なϛΨΩで上͛られている。232はほ΅形に෮ݩすることができるもの

で͋り、25.4ܘޱDm、器ߴは約12Dmに෮ݩすることができる。ޱԑ部֎面にはತଳがషり͚

られ、ମ部上位Ҏ上が内֎面ともೖ೦なϛΨΩで上͛られる。ମ部下半にはέズリがࢪされる。

233～237はઙു"̱ 類で͋る。"̰ 類とൺֱするとޱԑ部が৳しており、ମ部にはࠇ化ॲ理が

行われていないものも͋る。また、"̰ 類とൺֱしてޱᰍ部のϛΨΩもややૈくなるなど、やや

ԑ部にತଳをもͭもので͋る。ತଳは上下からφσ͚ͭるようにしޱなものがଟい。233はࡶૈ

てషり͚られている。ମ部上位はԣ方向のϛΨΩがࢪされ、ମ部中位Ҏ下はέズリが認Ίられ

る。234は෮22.3ܘޱݩDmを測る。֎面のϛΨΩはややૈく、一次調のԣφσの痕跡が؍さ

れる。235は෮23.1ܘޱݩDmを測る。ޱԑ部には内֎面とも̍のઢがΊ͙る。237は۶ۂ部

の破片で͋り̍のઢが८る。また、わずかに࠼がృされていた痕跡が؍される。238

は内֎面にϛΨΩをࢪすಥ出ؾຯのఈ部で͋り、ઙു"類のఈ部と考͑られる。

239はޱԑ部が大きく֎するઙു#類で͋る。෮32.3ܘޱݩDmを測り、֎面にはஅ面三֯形

ঢ়のແࠁತଳがషり͚られる。内面にはଠےのϛΨΩがࢪされている。

240～242はઙു̘類で͋る。240は大きく֎する平ޱԑをͭ࣋もので͋る。ޱԑ部の内֎面に

は෯0.5Dmほどのತଳがషり͚られ、内面にはತଳとޱԑ部の間に部తにઢがΊ͙るか

所が͋る。ತଳは̎か所でޱԑ部を内֎にまた͙ようにషり͚られ、その間の部にはখさ

な山形のಥىをషり͚る。ޱԑ部は内֎面ともに៛ີなϛΨΩで上͛られており、ޱԑ部と

部のڥ界部にはತଳがష͚られる。241は破片ながら、ঢ়ޱԑ方形ઙുで͋ると考͑ら

れる。ޱԑ部のઢやತଳなどのࢪ文はফࣦしており、内֎面ともϛΨΩは認Ίられないなど、

ややૈࡶなͭくりで͋る。242は内面にઢをもͭઙു̘類のಥى部で͋Ζう。243はઙുのఈ

部で͋る。ఈ部5.8ܘDmを測り、֎面にはϛΨΩがࢪされる。土中にӢ・֯ ર石をଟ量にؚむ。

244はઙു̚類で͋る。֎ؾຯにཱち上がるޱᰍ部を࣋ち、製ٕ࡞法はਂു̗類とڞ通する。

ԁਲ਼ٯす。245は著にݦ಄ѹ痕をࢦのತଳがష͚られており、内面にはࠁᰍ部֎面にはແޱ
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第65ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ９（1/3）　̧̣42ᶇ
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第66ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ10（1/3）　̧̣42ᶈ

形をఄするઙു̛類で͋る。内֎面に೪土合痕をすૈࡶなͭくりで͋る。246・247はઙു̜

類で͋る。ܘޱがখさいものと、ܘޱが大きくややፏ平なものの̎種が͋る。247はޱԑ部にリ

Ϙンঢ়のಥىをもͭ。ޱԑ部はϢϏΦαΤによって形されており、ମ部֎面はϋέঢ়۩の

痕跡が認Ίられる。

̧̣42出土の土器はおおむね晩期中༿にଐするもので͋るが、ਂുの中にೋのತଳをͭ࣋も

のをؚまず、ઙുもٯくのࣈঢ়ޱԑ̖̰類を主ମとしていることから、その中৺はತଳ文̎期前



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-ø÷÷-

半に͋るものと考͑られる。

ࣗવྲྀ࿏̧̣��（第67ਤ248～260）　̧̣42の上層で検出したࣗવ流路̧̣38からもଟくの縄

文土器が出土した。ਂുとઙുのൺは76：24で͋り、ਂുのׂ合がややߴい。

248～257はਂുで͋る。̧̣38から出土したਂുの中でޱԑ部にತଳを࣋たないᶘ類のਂുは

̍点のみで͋り、ޱᰍ部が確認できたものはほ΅すてᶗ類から構成される。器形には̖類がଟ

く、۶ۂ部にషತଳはもたないものの、ややತに࡞り出す̖̱類が３点、ೋತଳ文ਂു̖̲

類の部片のՄੑの͋るものが̍点存在する。

248は֎面にೋຕによる痕がる。அ面形ঢ়が三֯形をఄするແࠁのತଳが、下方からの

φσによってషり͚られる。249は25.5ܘޱDmを測るਂുᶗ̖̰類で͋る。ತଳのషり͚は

で͋り、ࠁも不نଇにみられる。ޱԑ部にはઙい̫ࣈঢ়のࠁがࢪされる。250はܘޱ

34.4Dmを測るਂുᶗ̖̱類で͋る。ޱᰍ部֎面のತଳは上ୀしているが、ޱԑ部を成形したの

ちにತଳを上下からφσ͚ͭることによってష͚ており、ತଳ文３期Ҏ߱に時期が下るもので

はない。また、ޱᰍ部と部のڥ界はತଳঢ়にོىするが、別࡞りのತଳをషり͚たものでは

なく、合時に۶ۂ部にڧいφσをࢪすことによってྏを࡞り出している。256もޱԑ部はܽ

ଛしているが、ޱᰍ部の࡞り方は類ࣅしており、ڥ界部をややತঢ়に࡞り出す̖̱類で͋る。

255は部にష͚ತଳをͭ࣋ೋತଳ文ਂുのՄੑが͋る̖̲類で͋る。土中には֯ર石

をଟ量にؚ༗しており、ൖೖ品のՄੑも͋る。なお、今ճ̡地区で出土した土器の中でೋತ

ଳ文ਂുのՄੑが͋るのはこの̍点のみで͋る。254はޱᰍ部と部のڥ界部に竹による

。৭研ຏされる̚類のՄੑが͋るࠇされており、内֎面は࡞ಥをもͭ。257はਫ਼ྑな土で製

Ṟしているものの、ತଳはޱԑ部下にషり͚られていたようだ。

258～260はઙുで͋る。259はঢ়ޱԑઙുのޱԑ部で͋る。内֎面にತଳをもち、内面には

ઢがΊ͙る。260は内֎にತଳをషり͚る平ޱԑのઙു̙類で͋る。いずれもখཻの֯ર石

をؚむ土で製࡞されている。258はখ片ながらٯくのࣈঢ়ޱԑ部をもͭઙു̖類で͋Ζうか。

֎面には̍のઢが८る。

̧̣38はೋತଳ文ਂു̖̲類や部とޱᰍ部のڥにತଳঢ়のོىをもͭਂു̖̱類が認Ί

られたことからも、ઌड़の̧̣42よりもܕ式ֶతにޙ出する要ૉを備͑ているとい͑る。これら

の土器はತଳ文̎期ޙ半に位置͚ておきたい。

མͪࠐΈ̨̭4�（第68ਤ261～第69ਤ274）　ਂുとઙുのൺは77：23で͋り、ਂുのׂ合が

ややߴい。ᶗ類とᶘ類のൺは72：28で͋る。器形には̘類は少なく、̖̰類、̙類がଟい。ま

た、֎面ないし内面にೋຕによるものと考͑られる痕をもͭものがややཱͭ。

263はޱԑ部下にತଳをషり͚るᶗ̖̰類で͋る。ತଳ上にはϋέঢ়۩によるものと

考͑られるখさなࠁをもͭ。部のுりはऑく、ޱᰍ部と部のڥ界のྏは؇い。261・267は

ᶗ̙類で͋る。267は46.0ܘޱDmをはかる大形のもので͋る。ޱᰍ・部間のྏは؇く、֎面の

έズリはޱᰍ部までおよぶ。

264～266はޱᰍ部֎面に֪痕をもͭもので͋る。いずれもޱԑ部にはখさいࠁをࢪし、
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第67ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ11（1/3）　̧̣38

土には֯ર石をଟ量にؚ༗する。265は24.5ܘޱDmを測り、ޱᰍ部と部のڥにはೋຕの

部でࢪされたと考͑られるࠁがΊ͙る。ޱԑ部はで͋り、ঢ়ޱԑをもͭਂുとなるՄ

ੑが͋る。266は֎ؾຯのޱᰍ部をもͭ。

268は内するޱᰍ部をもͭਂുで͋Ζうか。内面にはέズリのような痕跡が認Ίられるが、

શ形をうかがうことはできない。269はઑఈのਂുఈ部で͋る。ਂുでは、ほかにもখ片のたΊ

ਤ化できなかったが、ૈ製の̚類のޱԑ部などが認Ίられた。
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第68ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ12（1/3）　̨̭40ᶃ
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第69ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ13（1/3）　̨̭40ᶄ

270はϘタンঢ়のු文をもͭ部の破片で͋る。ᆵのՄੑがߴいが、器種は不明で͋る。

存ߴは約７Dmをはかる。ු文は3.2ܘDm、2.6ܘDmをはかり、中ԝ部はϢϏΦαΤによりԜ

ঢ়となる。֎面にはわずかにέズリないしϋέがࢪされる。

ઙുには̗類（271）のほか平ޱԑでಥىをも̝ͭ類（273・274）などが͋る。272はઙു̚類とし

たૈ製のもので͋る。13.3ܘޱDmを測り、部ۙで؇く۶ۂする。器形はਂു̗類に類ࣅする

が、内֎面にࢦ಄ѹ痕をݦ著にす。֯ર石をଟ量にؚむ土で製࡞されている。273・274はい

ずれも֎面にತଳ、ޱԑ部にಥىঢ়のష͚をもͭઙു̝類で͋る。୯७な形ないしു形に

෮ݩできるՄੑが͋るが、શ形は不明で͋る。いずれも֎面にはತଳをషり͚、内面には̍

のઢがΊ͙る。

̨̭40は器種が少なく時期をܾΊがたいが、ਂുのತଳのషり͚ٕ法やઙുの構成から考͑る
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第70ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ14（1/3）
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と̨̙38と大きなִたりはないものと考͑る。ತଳ文̎期のなかでもޙ半に位置͚ておきたい。

ཷث·Γ̨̭4�（第70ਤ275～282）　出土遺物は少なく土器もࡉ片がଟい。ਂുが組成の

86ˋをΊ、このほかにઙുやわずかながらᆵのՄੑの͋る破片などが͋る。

ਂുはશ形がわかるࢿྉはないが、ޱᰍ部にತଳをͭ࣋ᶗ類のׂ合は86ˋで͋る。部にತଳ

がऔりくような破片は認Ίられなかった。ޱᰍ部にತଳをͭ࣋ものは276や277のようにখさな

文ࢪのものがଟい。280はਂുのମ部と考͑られる。ೋຕのԡѹによると考͑られるࠁࣈ̙

が̎؍される。279は部をやや֎ଆにංްさせるޱԑ部で͋り、ᆵのޱԑ部のՄੑが͋る。

281はઙുのମ部で͋Ζうか。内֎面はࠇ৭ຏ研されており、֎面下半にはέズリが認Ίられる。

282は平ޱԑで内֎面にತଳをもͭઙു̙類で͋る。

遺แؚ（第70ਤ283～287）　283はਂുᶗ̖̰類で͋る。32.8ܘޱDmを測る。ޱԑ部から

0.3Dm下がった位置にແࠁのತଳがషり͚られる。部֎面には೪土合痕がݦ著にり、そ

の上からέズリがࢪされている。284はਂുᶘ̖̰類で͋る。19.8ܘޱDmを測り、器นはബく

上͛られている。土がઙԫ৭をఄするもので͋り、ൖೖ品で͋るՄੑが͋る。

287はঢ়ޱԑઙു̘類で͋る。内֎面にはತଳを࣋ち、内面ޱԑ部下にઢがΊ͙る。

部には、一部ܽଛするが山形のಥىがషり͚られる。

̲ʣۮ（第71ਤ・288）

288は̧̣42から出土した中࣮の土製品で͋る。形ঢ়から考͑て土偶の（ࠨか）のՄੑがߴ

いと考͑
ㅭ ㉅ 1 8 ㅮ

る。存していたのはࣈ̡ٯঢ়をఄするもので、片ଆはମ部と合されていたṞ面で

͋り、もう片ଆは３ׂされಥىঢ়に࡞り出されている。ଆ面には෯0.5Dmఔのತଳが̎షり

͚られており、一方のತଳはઌ部で̎ຢにذする。器นにはϛΨΩがࢪされている。また、

ଆ面には一部࠼と考͑られる҉৭のృが認Ίられる。

のઌ部が３ͭຢにかれるಥىをもͭ土偶は、遮光器系土偶にみられる特で͋り、西日

ຊでも晩期中༿までのものにݟࢄする。よって、現ঢ়では中࣮の遮光器系土偶の部と考͑てお

きたい。ただし、遮光器系土偶ののද現としては、ઢや縄文等でࢪ文するものが一ൠతで͋

り、ଆ面にತଳによるོىଳをもͭものは

でݟによる所؍؟にない。また、ݟ

は͋るが、土からはൖೖ品で͋るか地ݩ

で製࡞されたものなのかはஅしがたく、

製࡞地や系ේは不明で͋る。

なお、遮光器系土偶はۙـ地Ҭではࣰ原

中町遺跡、־原遺跡、࣎լཬ遺跡、辺遺

跡などで類例は͋るものの、府内では初ݟ

で͋る。これらは主に晩期前༿ないし中༿

でも古いஈ֊にか͚てのࢿྉで͋り、ຊ例

も同じような時期にଐするՄੑが͋る。第71ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ15（1/3）　土偶
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第72ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ16（1/2）　石器



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-ø÷þ-

第73ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ17（1/2）　石器

̳ʣੴث

石器には石᭲、ઑ಄器などのଧ製石器類、ຏ石とࢥわれる破片などの製品のほか、石֩、Ṟ片

類がଟく出土した。

289・291～296はଧ製石᭲で͋り、ࣗવ流路̧̣38などの縄文時代の遺構のほか、遺物แؚ層

等から出土した。289はઌۙくにݞをもち、அ面形ঢ়や؇いತ形をఄする。291・929は༗᭲ܪ

で͋る。292はさ1.1Dmのܪ部を࡞り出しており、ਕ部にはૉࡐ面をଟくす。293～296はԜ基

式の三֯᭲で͋る。295は存2.6Dm、෯2.2Dmを測る。྆ଆともਕ部のՃがされているが造

りはബく、片面にはૉࡐ面をଟくす。297は̧̣38から出土したもので、さ7.4Dm、෯4.1Dm

を測る。Ṟ片のԑ辺にਕ部のՃを行ったもので、ઑ಄器ないし器で͋Ζうか。298はεΫϨ

Πύーで͋Ζうか。Ṟ片の一部にਕ部のՃがされているが、ະ成品のՄੑも考͑られる。

299は石ਲ਼で͋る。࣠部をؙく࡞り出し、Ѳり部はബくፏ平となる。290も石᭲としてਤ化してい

るが、খܕの石ਲ਼のՄੑも͋る。300はܽଛが大きくશ形をうかがうことはできないがຏ石で

͋Ζう。301は溝ঢ়遺構̨̙10から出土した྆ਕのຏ製石ිで͋る。શ6.7Dm、෯3.1Dmを測る。

弥生時代にଐするもので͋Ζう。

302～308は石֩、Ṟ片類としてਤ化したもので͋る。Ṟ片は֤遺構およͼแؚ層中よりଟくಘ

られており、304～307のようにൺֱతബखでፏ平のものがଟい。302は石֩としてਤ化したが、
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部తにਕ部のようなՃがされているՄੑも͋

り、器として用されたՄੑも͋る。308は片

用痕やの原石で͋る。ൖೖ品で͋Ζうが、Ճؠ

痕は認Ίられない。　　（桐井理揮）

̴ʣ

̧̣42を中৺に大量の木ࡐが出土したが、大半は

木の氾濫によって生じた洪水によって流された

ࣗવ木で͋る。こうしたࣗવ木や縄文土器にࠞじっ

て、ᓄঢ়木製品̎点が出土した。309はܽଛ部がほと

んど認Ίられないが、ްख品で͋ることからᓄの製

途中のもので͋るՄੑとともに、土۷り۩など࡞

のՄੑも考͑られる。શ97.3Dm、（水かき）の

෯14.9Dm、ฑの෯3.8～5.8Dm、ްさ1.8～4.3Dmで͋る。

310は309よりബखのͭくりで͋る。ฑの部と（水

かき）の1/3ほどがܽଛする。こちらにͭいてもᓄと

ともに土۷り۩のՄੑも͋る。存60.0Dm、（水

かき）の存෯9.0Dm、ްさ2.0Dmで͋る。なお、थ種

同ఆの݁Ռ、309はϒφՊコφϥଐΞΧΨシѥଐ、

310はΫεϊΩՊΫεϊΩଐΫεϊΩで͋ることが

明した。    　　（筒井崇史）

̒ʣ̣ ۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

̡地区（̡̍区）から北約40̼のとこΖに設ఆした調査区で͋る。શ77.8m、北辺෯38.7m、

南辺෯22.6̼のۣ形をఄする調査区で͋る。ただし、調査に͋たっては、事にう土࠭の仮置

きとなっていたたΊ、調査区を̎ͭに͚て࣮ࢪした（̣̍・̣̎区）。報告に͋たっては྆調

査区をまとΊて報告する。現地ද面のඪߴは14.7̼で͋る。現地ද下1.2mで、島畑̐基、溝ঢ়遺

構３などを検出した（第75ਤ）。また、島畑の上面からわずかに۷り下͛て下層遺構として、弥

生時代の溝̎、土坑̑基のほか、時期不明の柱穴̑基、溝̍などを検出した（第81ਤ）。調査

面積は2,420㎡で͋る。出土遺物は理ശで13ശで͋る。

基ຊతな層ং（第76ਤ）は、࡞ߞ土で͋る҉փԫ৭࣭࠭土（̍層）やচ土で͋るփ৭࣭࠭土（̎層）

の下層に、それͧれްさ10～20Dmほどのփ৭ないしփΦリーϒ৭などのཻࡉ （࠭３・６・11・12

層）が͋る。12層やその下層のബい層をআڈすると、島畑を確認した。島畑や溝ঢ়遺構の上部に

がる11・12層などの堆積時期は不明で͋る。島畑の部は、փന৭またはփ৭の೪࣭土なしい

第74ਤ　̡地区出土遺物࣮測ਤ（1/10）
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第75ਤ　̣地区上層遺構置ਤ（1/500）

ཻࡉ （࠭19～21層）がおおむね水平の層ংで成りཱっている。これらは島畑の土とஅされるが、

も初期の島畑を検出したが、これらは基൫層で࠷、するとڈな時期は不明で͋る。21層をআࡉৄ

͋るにぶいԫ৭೪࣭土（34層）を形して形成されている。この上面をए۷ׯり下͛て下層遺構検

出した。なお、調査区北の一部をஅちׂったとこΖ、ඪ12.6ߴmҎ下で、փ৭೪土、փΦリー

ϒ৭࣭࠭土、੨փ৭࣭࠭土など（35～38層）を確認した。また、島畑にう溝ঢ়遺構の埋土として

੨փ৭やփ৭、փ৭などのཻ࠭ࡉないしཻࡉۃ （࠭13・14・17・23・24層ほか）が堆積する。
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第77ਤ　̣地区島畑73平面ਤ（1/200）

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ

ౡാ7�ʢ̨̭�1ʣ（第77ਤ）　調査区の南で検出した（$3ɻ l24区ほか）。東西方向の島畑で、東

西྆およͼ南辺は調査区֎となる。ただ、平成27年に࣮ࢪした下水主遺跡第̔次調査の̢̎

区で同一島畑のԆ部を検出した。島畑は基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭土を形し、その上部に

明੨փ৭や明փ৭の೪࣭土を置いて初期の島畑を形成している。̣地区での検出18.9̼、基

部検出෯6.6̼、上面検出෯5.6̼、ߴさ0.5̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ13.3̼で͋る。島

畑の上面では̍のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出18.9̼、෯0.3～0.5̼、ਂさ0.05̼前

。で͋る。なお、.̎区の調査成Ռと合わせると、検出は45.6̼で͋る（ະ調査区をؚむ）ޙ

遺物は土やਫ਼査中に須恵器ഋ"や土師器、נ器などが出土した（第87ਤ332～334）。ৄࡉな時期

は不明で͋るが、中世前半で͋Ζう。

ౡാ74ʢ̨̭�1ʣ（第78・79ਤ）　調査区の東辺で検出した（#3ʵu21区ほか）。南北方向の島畑で、

北と東辺は調査区֎となる。島畑のஅ面؍（第76ਤ）によると、基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭

土を部తに形し、島畑の西ݞに҉փԫ৭೪࣭土（27層）をり上͛て࠷初期の島畑を形成して

いる。この27層ないし34層の上面でૉ۷り溝を検出した。これらの上部にはփന৭なしփ৭のࡉ

ཻ࠭ないし೪࣭土がおおむね水平となった層ংが確認できる。いずれも島畑の土で͋Ζう。こ

れより上部にはփ৭ཻ࠭ࡉやփΦリーϒ৭ཻࡉ （࠭11・12層）の層ংが認Ίられるが、これらは島

畑の上面から溝ঢ়遺構̨̙02にか͚てがる。࠷初期の島畑のنは、検出62.2̼、基部検出

෯9.0̼、上面検出෯8.0̼、ߴさ0.7̼前ޙで͋る。島畑上面のඪߴはおよそ13.6～13.7mで͋る。
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第78ਤ　̣地区島畑74・75（南半部）平面ਤ（1/200）
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第79ਤ　̣地区島畑74・75（北半部）平面ਤ（1/200）

島畑の上面では16前ޙのૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出3.7～52.4̼、෯0.1～0.7m、

ਂさ0.1̼前ޙで͋る。遺物は島畑上面のਫ਼査中やૉ۷り溝から土師器・須恵器・נ器などのほか、

下層に༝དྷする弥生土器などが出土した（第87ਤ311～317）。時期は中世前半で͋る。

ౡാ7�ʢ̨̭��ʣ（第78・79ਤ）　調査区のほ΅中ԝ部で検出した（#3ʵu25区ほか）。南北方向

の島畑で、北は調査区֎となる。島畑のஅ面؍（第76ਤ）によると、基൫層で͋るにぶいԫ৭

೪࣭土（34層）を形し、西半部の一部にΦリーϒփ৭೪࣭土（30層）を置いて࠷初期の島畑を形成

している。34層の上面でૉ۷り溝等を検出した。これよりも上部の層ংや堆積ঢ়گは、基ຊతに

島畑74と同じで͋る。࠷初期の島畑のنは、検出62.2̼、基部෯11.9～12.9̼、上面෯9.2̼

前ߴ、ޙさ0.6～0.7̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ13.6̼で͋る。島畑の上面では38前ޙ

のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出1.8～52.0̼、෯0.2～0.5m、ਂさ0.05～0.15̼で͋る。
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遺物は島畑上面のਫ਼査中やૉ۷り溝から土

師器・須恵器・נ器・੨࣓・࣭נ土器など

のほか、下層に༝དྷする弥生土器などが出

土した（第87ਤ318～330）。時期は中世前半

で͋る。

ౡാ7�ʢ̨̭��ʣ（第80ਤ）　調査区の西

辺で検出した（#4ʵu3区ほか）。南北方向

の島畑で͋るが、東辺の一部を検出したに

とどまる。島畑のஅ面؍（第76ਤ）による

と、おおむね島畑74・75と同༷の層ংをఄ

している。ただし、20層と21層の間に溝ঢ়

遺構̨̙04の堆積層で͋る੨փ৭ཻ࠭ࡉۃ

（23層）がೖりࠐんでいることから、島畑の

土と溝ঢ়遺構の埋には関࿈ੑがࢦఠで

きる。࠷初期の島畑のنは、検出44.0

̼、基部検出෯3.8̼、上面検出෯3.4̼、

はおよそߴさ0.7̼で͋る。島畑上面のඪߴ

13.5̼で͋る。島畑の上面では11前ޙの

ૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出2.0

～18.5̼、෯0.2～0.4m、ਂさ0.05～0.1̼で

͋る。遺物は須恵器ുなどが出土した（第

87ਤ331）。時期は中世前半で͋る。

調査区　（第78・79ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

のほ΅中ԝ、やや東دり、島畑74と75の間

で検出した（#3ʵu23区ほか）。南北方向の

溝ঢ়遺構の一部を検出した。溝ঢ়遺構の土

層அ面؍（第76ਤ）によると、基൫層で͋

るにぶいԫ৭೪࣭土（34層）がわずかに۷り

Ίられた༷૬が認Ίられ、その上部に੨ۼ

փ৭やփ৭、փ৭のཻ࠭ࡉもしくはࡉۃ

ཻ （࠭13・14・17・23・24層など）が堆積す

る。これらの上部は、やや土層がཚれるも

のの、փ৭ཻࡉ （࠭９層）やԫ৭ཻࡉ （࠭６

層）などの̨̙02の上面にとどまらず、島

畑74や島畑75の上面までがる層ংが認Ί第80ਤ　̣地区島畑76平面ਤ（1/200）
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られる。࠷初期の溝ঢ়遺構のنは、検出61.8̼、検出෯7.7̼、ਂさ0.7̼前ޙで͋る。溝ఈ

のඪߴはおよそ13.0mで͋る。溝ঢ়遺構のఈ面では３のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出

9.0～63.4̼、෯0.25～0.75m、ਂさ0.05～0.2̼で͋る。このうち̨̙17は、̨̙02のほ΅中ԝに

等にうものではなく、ഉ水等の溝で͋࡞ߞ、され、かͭ北から南までԆͼることから۷

ると考͑られる。このような溝は、下水主遺跡の北半部の調査区でଟく認Ίられ、̣ 地区のほか、

̢地区や̤地区でも類例が͋る。しかし、̡地区よりも南の調査区では、こうした大なૉ۷り

溝は確認していない。遺物は۷時やૉ۷り溝から土師器や須恵器、נ器などが出土した（第87

ਤ335～352）。時期は中世前半で͋る。

。調査区の西半部、島畑75と76の間で検出した（#4ʵu2区ほか）　（第76・80ਤ）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

南北方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。溝ঢ়遺構の土層அ面؍（第76ਤ）によると、基൫層で͋

るにぶいԫ৭೪࣭土（34層）をए۷ׯりく΅Ίられているঢ়گが確認でき、その上部には̨̙02と

同༷、੨փ৭やփ৭、փ৭のཻ࠭ࡉもしくはཻࡉۃ （࠭13・14・16・17・23・24層など）が堆積

する。これらの上部にはփ৭やփΦーリϒ৭のཻࡉ （࠭11・12層など）が島畑76から̨̙04、さら

に島畑75の上面શମを෴うように堆積している。検出63.0̼、検出෯5.5̼、ਂさ0.6～0.7̼で

͋る。溝ఈのඪߴはおよそ12.9mで͋る。島畑75にした溝ঢ়遺構のఈ面で溝̨̙27を検出した。

෯がいたΊ、࡞ߞにうものではなく、別の用途の溝と考͑られる。溝は検出33.7̼、෯0.4

～1.6m、ਂさ0.1～0.25̼で͋る。溝ఈは北に向かってਂくなる。遺物は埋土の۷中やਫ਼査中、

ૉ۷り溝などから土師器や須恵器、נ器、ಃ器などが出土した（第88ਤ353～386）。時期は中世前

半で͋る。

調査区の南ۙく、島畑73と74・75の間で検出した（$3ʵk24区ほ　（第77ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

か）。東西方向の溝ঢ়遺構の一部を検出した。̨̙32は基൫層で͋るにぶいԫ৭೪࣭土を۷りく

΅Ίて形成している。検出20.0̼、検出෯5.2̼、ਂさ0.5～0.7̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ

12.8mで͋る。溝ঢ়遺構のఈ面、島畑73の基部にして̍のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は

検出7.7̼、෯0.35m、ਂさ0.1̼前ޙで͋る。このૉ۷り溝は溝ঢ়遺構̨̙02のఈで検出したૉ

۷り溝̨̙17と合流している。遺物は۷中やਫ਼査中に土師器や須恵器、נ器、ಃ器などが出土

した（第88ਤ387～393）。時期は中世前半で͋る。

ᶄԼ遺ߏ

ϐοτ̨̥�7ʙ1��ɾ1��ɾ1�7（第81ਤ）　調査区の東半部のほ΅中ԝで検出した（$3ʵe22

区ほか）。0.4̼～0.2ܘ、ਂさ0.2～0.4̼を測る。建物としては෮ݩできなかった。いずれのϐο

τからも遺物は出土しておらず、時期は不明で͋る。

調査区の北半部を北西から南東に向かって検出した（#4ʵW2区ほか）。北　（第82ਤ）��̨̙ߔ

にରして42°ఔ西にৼる。検出は島畑75上で13.4̼、島畑74上で9.1̼で͋る。̨̙38は溝

ঢ়遺構̨̙02による平のたΊ࿈ଓしないが、平面తに྆者が࿈ଓすることは明らかで、෮ݩ

は34mにୡする。෯0.4～0.6̼、ਂさ0.1～0.2̼で͋る。また、̨̙38の北西は、溝ঢ়遺構̨̙

04によって平されているたΊ、Ԇ部は不明で͋るが、北西がわずかに西よりに主࣠をม͑
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第81ਤ　̣地区下層遺構置ਤ（1/500）

るようで͋る。ただし、島畑76の上面ではこのԆ部に૬当する溝等は確認していない。遺物は

͝く少量の弥生土器ないし土師器のখ片が出土したఔで͋る。溝そのものはඇৗにઙいが、水

主神社東遺跡第̑次調査の̘地区やຊ報告の̠地区などで検出されている弥生時代ޙ期から古墳

時代前期にか͚ての溝܈と同じੑ֨のものとஅされる。

、調査区の東辺で検出した（#3ʵu21区ほか）。おおむね南北方向にԆͼるが　（第83ਤ）��̨̙ߔ

北から6.7̼南で少し西（南にରして12°西）ৼったのち、そのまま࠶ͼ南Ԇͼる。検出

26.4 ਂ、෯0.4～0.6m、（平をؚむ̼） さ0.1̼前ޙで͋る。ޙड़する溝̨̙40とॏෳ関に͋り、
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第82ਤ　̣地区溝̨̙38࣮測ਤ（1/100）

やや不明ྎな点も͋るが、̨ ̙40の方が新しい。遺物は弥生土器ないし土師器のࡉ片が出土した。

ৄしい時期は不明で͋るが、溝̨̙38・40とのॏෳ関から古墳時代前期Ҏ前で͋Ζう。

、調査区の北東部で検出した（#3ʵu22区ほか）。おおむね南北方向にԆͼ　（第83ਤ）�4̨̙ߔ

南向かうほど、෯がڱくなる。検出29.2 でޙ෯0.2～0.95m、ਂさ0.1̼前、（平をؚむ̼）

͋る。溝̨̙39と̨̙40はॏෳ関に͋り、不明ྎな点も͋るが、̨̙39が古く、̨̙40が新し

い。また、̨̙40とઌड़の溝̨̙38もॏෳ関に͋り、̨̙38が新しい。遺物は弥生土器または

土師器のࡉ片が出土したものの、ৄࡉな時期は不明で͋る。ઌड़のように̨̙38よりも古いこと

から古墳時代Ҏ前で͋Ζう。

̨̠��（第84ਤ）　調査区の北で検出した（#3ʵu22・u23区）。平面形はԁ形をఄし、

҉、৭࣭࠭土（̍層）さ約1.6mで͋る。埋土は大きく７層にかれ、上からԫਂ、ޙ1.3̼前ܘ

փԫ৭೪࣭土（̎層）、փ৭࣭࠭土（３層）、҉փԫ৭࣭࠭土（̐層）、փ৭೪࣭土（̑層）、҉փԫ৭



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-øøÿ-

第83ਤ　̣地区溝̨̙39・40࣮測ਤ（1/100）

（࠭７層）、փ৭ないし੨փ৭࣭࠭土（̔・９層）で͋る。̐層よりも下層はࣗવ堆積とਪఆされる

が、上の̎層にͭいてはおおむね水平に堆積していることから、人ҝతに埋ΊられたՄੑが͋

る。遺物は̔・９層を中৺に弥生土器ᙈなどが出土した（第89ਤ395）。時期は弥生時代中期ޙ半

で͋る。

̨̠��（第85ਤ）　調査区の西で検出した（#4ʵw4区）。平面形は不形なପԁ形をఄ
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第84ਤ　̣地区土坑̨̠35・83࣮測ਤ（1/40）

する。࣠0.95m、࣠0.65̼、ਂさ約0.15̼で͋る。埋土はがएࠞׯじるփ৭೪࣭土で͋る。

遺物はࡉ片化していたものの、弥生土器ޱᆵやᙈなどが出土した（第89ਤ396～398）。時期は弥

生時代中期ޙ半で͋る。

�7̨̠（第85ਤ）　調査区の西で検出した（$4ʵa3・a4区）。平面形は不形なԁ形をఄ

するが、東辺は溝ঢ়遺構̨̙04によって平されている。1.1ܘm、ਂさ0.45̼で͋る。埋土は

がࠞೖするփΦリーϒ೪࣭土で͋る。遺物は弥生土器ᙈ・ᆵ・ߴഋなどが出土した（第89ਤ399

～401）。時期は弥生時代中期ޙ半で͋る。

̨̠��（第84ਤ）　調査区の北西部で検出した（#4ʵw3区）。平面形はやや不形なԁ形で

͋る。上部が溝ঢ়遺構によって平されているが、0.85̼ܘ、ਂさ0.95̼で͋る。埋土は大き

く上下̎層にかれ、上層はさらに６層にࡉできる。遺物は弥生土器ޱᆵやᙈの破片などが

出土した（第89ਤ403・404）。時期は弥生時代中期ޙ半で͋る。

̨̠��（第85ਤ）　調査区の東辺で検出した（$3ɻ a22区）。平面形は۱ؙ方形ঢ়をఄする
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第85ਤ　̣地区土坑̨̠36・37・88・90・95・106࣮測ਤ（1/40）
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第86ਤ　̣地区土坑̨̠86・87・105࣮測ਤ（1/40）

辺0.95̼、辺0.85̼、ਂ さ0.45̼で͋る。埋土は３層にかれ、上からにぶいԫ৭࣭࠭土（̍層）、

փԫ৭࣭࠭土（̎層）、փԫ৭࣭࠭土（̐層）で͋る。遺物はおもに̐層から弥生土器ᙈの破片な

どのほか、化物なども出土した（第89ਤ406・407）。時期は弥生時代中期ޙ半で͋る。

̨̠��（第86ਤ）　調査区の北半部で検出した（#̐ʵy1区ほか）。平面形はやや不形な

方形をఄする。上部がૉ۷り溝等によって平されているたΊ、遺存ঢ়گはྑくないが、࣠
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2.7̼、࣠1.7̼、ਂさ0.05̼で͋る。また、中ԝやや東よりに不形な落ちࠐみが認Ίられる。

埋土はম土や化物がࠞじるにぶいԫ৭೪࣭土で͋る。遺物は少量の土器片が出土したものの、

ৄしい時期は不明で͋る。

�7̨̠（第86ਤ）　調査区の北半部、土坑̨̠86の東ଆにほ΅して検出した（$4ʵa1区）。

平面形はやや不形なପԁ形をఄする。土坑のఈ面にはম土ががる。上部は平されていると

ਪ測されるが、࣠1.2̼、࣠0.8̼、ਂさ0.1̼で͋る。埋土は̨̠86と同じく、ম土や化物

がࠞじるにぶいԫ৭೪࣭土で͋る。遺物は出土しなかったが、埋土等のঢ়گが̨̠86と同じで͋

ることから同時期の遺構と考͑られるが、ৄしい時期は不明で͋る。

̨̠��（第85ਤ）　調査区の北半部、島畑75の東ଆࣼ面上で検出した（#３ʵx24・x25区）。

平面形はପԁ形をఄする。上部は溝ঢ়遺構によって平されているが、࣠0.8̼、࣠0.7̼、

ਂさ0.25̼で͋る。埋土はփ৭࣭࠭土で͋る。遺物は少量の土器片が出土したものの、ৄしい

時期は不明で͋る。

̨̠��（第85ਤ）　調査区の北半部で検出した（#3ʵw25区ほか）。平面形はやや不形な

方形で͋る。溝̨̙38やૉ۷り溝によってएׯ平されているものの、࣠1.3̼、࣠0.7̼、

ਂさ0.05～0.1̼で͋る。埋土は、にぶいԫᒵ৭೪࣭土のϒϩοΫがࠞじるփ৭࣭࠭土で͋る。

遺物は弥生土器ᙈなどの破片が出土した（第89ਤ405）。時期は弥生時代中期ޙ半で͋る。

1̨̠��（第86ਤ）　調査区の南半部で検出した（$3ʵf25区）。平面形はやや不形な方

形で、南東部の一部が溝ঢ়遺構̨̙02によって平されている。࣠2.8̼、࣠0.8̼、ਂさ0.2

̼で͋る。埋土はがएࠞׯじるփ৭࣭࠭土で͋る。土坑のఈ面には͝く一部で͋るが、ম土が

確認できる。北西部の۱にしてϐοτঢ়の遺構が認Ίられるが、̨̠105との関࿈ੑは不明で

͋る。遺物は少量の土器片が出土したものの、ৄしい時期は不明で͋る。

1̨̠��（第85ਤ）　調査区の南半部で検出した（$3ʵh1区ほか）。平面形は不形な形ঢ়

をఄする。上部は平されているとਪ測されるが、࣠1.1̼、࣠0.85̼、ਂさ0.05̼で͋る。

埋土はփ৭࣭࠭土で͋る。遺物は縄文土器とਪఆされる土器片が出土したものの、ৄしい時期は

不明で͋る。        　（岡﨑研一・筒井崇史）

ʢ̏ʣग़遺

ᶃ্遺ߏग़遺

ౡാ74（第87ਤ311～317）　311は土師器ࡼで͋る。ޱԑ部がわずかに֎する。312は土師

器で͋る。313は須恵器ുで͋る。ޱԑ部֎面がۄԑঢ়をఄするとともに、内面にઙいஈঢ়と

なる。314はנ器で͋る。ޱԑ部上半がややڧく֎する。ޱԑ部内面にはઢを̍ࢪす。

315～317は弥生土器で͋る。315はᙈのޱԑ部で͋Ζう。わずかに内ؾຯとなり、部֎面に

は明ྎな面をもͭ。316・317はᙈまたはᆵのఈ部で͋る。315～317はいずれも弥生時代ޙ期と考

͑られる。

ౡാ7�（第87ਤ318～330）　318～322は土師器ࡼで͋る。ほ΅同形同大のもので、ޱԑ部にϤ

コφσ、ఈ部内֎面にφσをࢪす。323・324はנ器で͋る。323は、314と同じく、ޱԑ部上半
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がややڧく֎し、部内面にはઢを̍ࢪす。324はஅ面面三֯形のߴをషり͚る。と

もに内面にີなϛΨΩをࢪす。325は੨࣓で͋る。ޱԑ部は内ؾຯにཱち上がったのちに、

大きく֎する。326・327は࣭נ土器三ುの٭部で͋る。部は内方に向かって۶ؾۂຯとな

る。328はಃ器ᙈで͋る。ޱԑ部はંりฦしてޱԑଳを࡞る。ޱԑ部内面はڧいճసφσに

よりԜঢ়となる。329・330は弥生土器で͋る。329はޱᆵのޱԑ部で͋る。ޱԑ部֎面に̎

のԜઢをࢪす。330はᙈのఈ部で͋る。329・330は弥生時代中期と考͑られる。

ౡാ7�（第87ਤ331）　331は須恵器ുで͋る。ޱԑ部はほ΅上方にཱち上がり、அ面三֯形

にۙい形ঢ়をఄする。

ౡാ7�（第87ਤ332～334）　332は土師器ࡼで͋る。やや法量はখさい。333は須恵器ഋ̖で͋る。

遺存ঢ়ଶはྑで、13.3ܘޱDm、器3.6ߴDmで͋る。ఈ部֎面にはϔϥΩリ痕が明ྎにる。ಸ

ྑ時代のもので͋るが、調査地周辺で当֘期の遺構等はະ確認で͋る。334は須恵器ᙈのޱԑ部

で͋る。古墳時代からಸྑ時代にか͚てもので͋Ζう。

ຯとなるもؾԑ部が֎ޱ。で͋るࡼ335～340は土師器　（第87ਤ335～352）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

のや、やや内ؾຯにཱち上がるものなどが͋る。335～339はখܕ品、340は中ܕ品で͋る。341

～344はנ器で͋る。ਤࣔしたנ器は、ޱԑ部内面にઢをࢪさないもので͋るが、ޱԑ

部の形ঢ়にはݸମࠩが認Ίられる。345は੨࣓のఈ部で͋る。ఈ部はり出しߴで͋る。346

は須恵器ുのޱԑ部で͋る。ޱԑ部はほ΅上方にཱち上がるものの、331ほどஅ面三֯形とは

ならず、やや方形にۙい形ঢ়をఄする。347は須恵器ുで͋Ζうか。ްखのޱԑ部をͭ࣋ものの、

ᰍ部Ҏ下の形ঢ়は明らかでない。348は࣭נ土器三ುの٭部で͋る。349はછで͋る。350

は弥生土器ᆵのޱԑ部で͋Ζう。中期のものと考͑られる。351・352はともに平נの破片で͋る。

ともにφσで形されている。

～品、357ܕで͋る。353～356はখࡼ353～359は土師器　（第88ਤ353～386）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

359は中ܕ品で͋る。খܕ品はいずれもਂさがないፏ平なもので͋るのにରして、中ܕ品はޱԑ

部が内ؾຯにཱち上がるもので͋る。360～370はנ器で͋る。ޱԑ部にはઢの͋るもの

（360・361・365・366・369）と、ないもの（362～364・367・368）が͋る。いずれのݸମも内面に

ϛΨΩをࢪすが、ີなものはݟられず、શൠにまばらで͋る。371・372はന࣓のޱԑ部で͋る。

371はޱԑ部֎面がۄԑঢ়をఄし、いわΏるᶚ類で͋る。373～375は੨࣓で͋る。373はޱԑ部

のখ破片で͋る。374はޱԑ部がࣼΊ上方にԆͼるもので͋る。375はఈ部で͋る。ߴはり出

しߴで͋る。376・377はಃ器で͋る。378は土師器Ӌזなどのޱԑ部とࢥわれる。ޱԑ部

を内方にંりฦしてංްさせる。379は࣭נ土器ುなどのޱԑ部の破片で͋る。ड͚ޱঢ়となる。

380は࣭נ土器ുで͋る。381も࣭נ土器ുとਪఆされる。֎面にઢが３確認できる。382は

須恵器ഋ̗֖で͋る。ややፏ平な器形で͋るが、ޱԑ部は۶ۂしない。383は須恵器ഋで͋る。

ఈ部をܽଛしするたΊ、ߴを༗ແは不明で͋る。384は須恵器のখܕのᆵのఈ部とਪఆされる。

షり͚ߴが८る。382～384はಸྑ時代前ޙのものと考͑られる。385は弥生土器ᰍᆵのޱ

ԑ部で͋る。֎面にԜઢが̐८る。弥生時代中期のもので͋Ζう。386も弥生土器ᰍᆵのޱ
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ԑ部で͋る。ޱԑ部֎面は部ۙで۶ۂし、やや内するが、内面はやや؇やかで͋る。弥生

時代ޙ期のものと考͑られる。

ຯのؾで͋る。平ఈࡼ387・388はほ΅同形同大の土師器　（第88ਤ387～393）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

ఈ部からࣼΊ上方に向かってくޱԑ部がཱち上がる。389・390はנ器で͋る。ともにޱԑ

部をؙくೲΊる。内面のϛΨΩはややૈくࢪす。391は須恵器ുで͋る。内面にはは認Ίら

れない。392はಃ器の破片で͋る。393はؙנの破片で͋る。ತ面はφσで上͛ている。

ᶄԼ遺ߏग़遺

�4̨̠（第89ਤ394）　394は弥生土器ᰍᆵで͋る。֎ؾຯにԆͼるᰍ部からやや内方

に向かって内ؾຯԆͼてޱԑ部にࢸる。ޱԑ部の֎面にはԜઢが３८る。ᰍ部内面にはシ

Ϙリ痕が明ྎにݟられる。
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̨̠��（第89ਤ395）　395は弥生土器ᙈのఈ部で͋る。内面にέズリをࢪす。

̨̠��（第89ਤ396～398）　396は弥生土器ޱᆵのޱԑ部で͋る。ޱԑ部の下半Ҏ下をܽ

ଛするが、部ۙが遺存する。部は、内方、֎方ともにͭまみ出したように面を形成する。

397・398は弥生土器ᙈで͋る。397は୯७くࣈঢ়のޱԑ部で、部はわずかに上方ͭまみ上͛、

֎面にٖԜઢが̍८る。ମ部はいわΏるཛ形をఄすると考͑られるが、下半Ҏ下をܽଛす

る。ମ部࠷大ܘۙにϔϥঢ়۩によるಥ文をࢪす。398はޱԑ部がମ部から؇やかに֎す

るもので、部は上下に֦ுしてい面をなす。ຎ໓ؾຯで͋るが、面にٖԜઢを̎ࢪすよ

うで͋る。ମ部中位Ҏ下をܽଛする。

�7̨̠（第89ਤ399～401）　399は弥生土器ᙈで͋る。398と同じくޱԑ部がମ部から؇や

かに֎するもので、部を上下にわずかに֦ுして面をなす。ᰍ部ۙにϔϥඳきによるઢ

を̎ࢪす。400は弥生土器ᆵఈ部と考͑られる。ܘの大きなఈ部からࣼΊ上方にほ΅まっす͙

にମ部がཱち上がる。֎面にはϛΨΩをࢪす。ఈ部ۙの内面にはϢϏΦαΤをڧくࢪし、ஈが

生じている。401はߴഋの٭部で͋る。上下̎ஈに1.5～2.0Dmఔの間ִで0.5ܘDmఔのখ

をઠっている。

1̨̠��（第89ਤ402）　402は弥生土器ᙈで͋る。୯७くࣈঢ়をఄするޱԑ部で、部はஅ

面三֯形となるようにͭまみ上͛る。ମ部はいわΏるཛ形をఄすると考͑られ、࠷大ܘۙに

ঢ়۩によるಥ文をࢪす。

̨̠��（第89ਤ403・404）　403は弥生土器ޱᆵで͋る。ޱԑ部֎面に̐のԜઢ文をࢪ

す。面はやや下方向かって֎し、わずかにԜむ面をなす。404は弥生土器ᙈで͋る。୯७く

ԑ部に、402と同じように部がஅ面三֯形となるようにͭまみ上͛る。֎ଆ面はͭޱঢ়のࣈ

まみ上͛にうϤコφσによってԜんだ形ঢ়となっている。

̨̠��（第89ਤ405）　405は弥生土器ᙈで͋る。֎ؾຯのᰍ部に上方にͭまみ上͛たޱ

ԑ部がͭくもので、ޱԑ部はड͚ޱঢ়をఄする。

̨̠��（第89ਤ406・407）　406・407は弥生土器ᙈで͋る。406は404に類ࣅした特を࣋

ͭもので͋るが、部のͭまみ上͛はややऑくؙくೲΊられている。407は୯७くࣈঢ়のᰍ部に

上方にͭまみ上͛たޱԑ部がͭくもので、ޱԑ部はड͚ޱঢ়をఄする。ޱԑ部֎面にはٖԜઢを

̎ࢪす。また、ᰍ部にはઢを̎ࢪす。ମ部はいわΏるཛ形をఄするが࠷大ܘۙҎ下を

ܽଛする。ମ部࠷大ܘۙよりもやや上に、۳ঢ়۩によるಥ文をࢪす。

ᶅ遺แؚग़ث（第90ਤ）

408は土師器ࡼで͋る。ややؙఈؾຯのఈ部に、֎ؾຯのޱԑ部からなる。409は土師器ഋで

͋る。ఈ部をܽଛするが平ఈをఄすると考͑られる。410は土師器で͋る。ޱԑ部をわずか

にͭまみ上͛る。֎面はφσやϢϏΦαΤをࢪす。411は土師器ࡼで͋る。平ఈؾຯのఈ部から

؇やかのޱԑ部がཱち上がる。409～411はಸྑ時代ないし平҆時代のもので͋Ζう。412・413は

ԑ部がわずかに֎するもので͋る。ともに部はؙくޱ、した器形をఄしࣅ器で͋る。類נ

ೲΊる。414～416はന࣓で͋る。414・415は、ともにఈ部をܽଛするが、ޱԑ部֎面がۄԑঢ়
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をఄするᶚ類で͋る。416はఈ部の破片で͋る。417は੨࣓のޱԑ部のখ破片で͋る。418は土

師器ᙈで͋Ζうか。ݞ部にಥଳঢ়のものが८る。419は須恵器ുで͋る。ޱԑ部֎面がۄԑঢ়を

ఄする。420は須恵器ഋ̗֖のޱԑ部の破片で͋る。ややፏ平で͋るが、ಸྑ時代前半のもので
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͋Ζう。421は弥生土器ޱᆵのޱԑ部で͋る。ޱԑ部は؇やかに֎したޙ、ほ΅ਨཱち上

がる、ड͚ޱঢ়となる。ड͚ޱの内面にややڧいϤコφσをࢪし、ޱԑ部が内ଆ上方に向かっ

てわずかにͭまみ上͛の形ঢ়となる。ޱԑ部֎面には۳ঢ়۩によるಥ文をࢪす。422は弥生

土器ߴഋ٭部で͋る。٭柱部にϔϥඳきઢを大きく上下̎ஈにࢪしており、上ஈは少なくとも

９確認できる。下ஈは３ずͭが３セοτࢪす。֤部は͋まり։かない。٭部に̍ܘ

Dmほどのԁが̑か所確認できる。٭内面にϔϥέズリをࢪす。

ᶆੴث（第91ਤ）

423は平ؾ式の石᭲で͋る。島畑75のਫ਼査中に出土した。さ2.92Dm、෯1.92Dm、ॏ量1.2Hで

͋る。424～426は༗ܪ式の石᭲で͋る。423と同じく島畑75のਫ਼査中に出土した。存4.67Dm、

෯1.8Dm、ॏ量5.2Hで͋る。425は島畑75のૉ۷り溝̨̙48で出土した。存3.53Dm、෯

1.72Dm、ॏ量3.4Hで͋る。426は溝ঢ়遺構̨̙04で出土した。存2.72Dm、෯1.94Dm、ॏ量

1.9Hで͋る。427は平基式の石᭲で͋る。溝ঢ়遺構̨̙02で出土した。શ1.85Dm、෯1.42Dm、

ॏ量0.8Hで͋る。428はԜ基式の石᭲で͋る。溝ঢ়遺構̨̙02で出土した。存1.9Dm、෯

2.1Dm、ॏ量1.4Hで͋る。Ҏ上の石器はいずれも࣭ࡐはαψΧΠτで͋る。

429・430は石で͋る。429は溝ঢ়遺構̨̙02で出土した。ਤの下半部をંଛするが、上下、

大ްさ3.0Dmで͋る。430は࠷、大෯6.25Dm࠷、存6.5Dm。用痕が確認できるӈの̐面でࠨ

ॏ機۷中に出土した。ඇৗにፏ平な石で、ਤの上下をܽଛする。上下の̎面で用痕が確認

できる。存3.5Dm、෯3.3Dm、ްさ0.85Dmで͋る。࣭ࡐはどちらも࠭ؠで͋る。

（筒井崇史）

̓ʣ̙ ̏۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

̙３区は、平成24年に調査を࣮ࢪした̍̚・̎̚区の南ଆ、平成25年に調査を࣮ࢪした̙

̎区の北東ଆに位置する（第92ਤ）。調査区は、શ74.8̼、北辺෯34.0̼の三֯形にۙい形ঢ়を

ఄする。調査前のঢ়گは、平成24・25年に行った̚地区や̙地区にお͚る橋٭事にうࢿ

事前の現。をࠞͥた土࠭が0.3～0.9̼ほどられているঢ়ଶで͋ったࡎ置き等としてվྑࡐ

地ද面のඪߴはおよそ15.5～15.8̼で͋る。現地ද下1.1～1.5̼で、島畑６基、溝ঢ়遺構６など

を検出した（第93ਤ）。また、下層遺構として、古代の溝̍、古墳時代の溝̍を検出した（第

101ਤ）。調査面積は2,050㎡で͋る。出土した遺物は理ശにして９ശで͋る。

基ຊతな層ংを調査区東น土ਤ（第94ਤ）でઆ明すると、࡞ߞ土とࢥわれるΦリーϒ৭ૈཻ

ཻૈۃ～࠭ （࠭̎・13層）やΦリーϒࠇ৭ૈཻ （࠭20層）の下層に、ްさ10～25Dmのԫփ৭ないし

Φリーϒփ৭、Φリーϒ৭などの࠭層（３・̐・13・14・21・24層など）が͋る。これらをআڈ

すると、࠷も新しい島畑と溝ঢ়遺構を確認した。島畑の部ではΦリーϒࠇ৭、փ৭、҉փ৭、

փ৭などのシルτないしཻ࠭ࡉによる島畑の土が確認できる。一方、溝ঢ়遺構の部ではް



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-ø３÷-

第92ਤ　下水主遺跡第̍～９次・水主神社東遺跡第̍～７次調査遺構置ਤ（1/2,500）



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-ø３ø-

第93ਤ　̙３区上層遺構置ਤ（1/500）

さ̑～15DmのΦリーϒࠇ৭、ࠇփ৭、҉Φリーϒփ৭、Φリーϒփ৭、փ৭、փ৭などの

シルτ主ମとする堆積層（43～46層・61～64層・71～74層など）が確認できる。これらの下層に基

൫層で͋るԫ৭シルτ（39層）がみられる。

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ

ౡാ��ʢ̨̭�7ʣ（第96ਤ）　調査区の࠷も西で検出した（*4ʵD13区ほか）。南北方向の島畑で͋

るが、南西部から南部にか͚ては調査区֎となる。島畑は、基൫層で͋るԫ৭シルτを形
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第94ਤ　̙３区東น土層அ面ਤ（1/100）

して形成されている。࠷初期の島畑のنは、検出34.6̼、基部෯9.3̼、上面෯5.1～6.1̼、

検出しޙはおよそ14.3̼で͋る。島畑にうૉ۷り溝を17前ߴさ0.6̼で͋る。島畑上面のඪߴ

た。ૉ۷り溝は検出2.6～28.3̼、෯0.05～0.5̼、ਂさ0.1～0.3̼で͋る。遺物は島畑のਫ਼査中

やૉ۷り溝から土師器や須恵器、נ器、ಃ器などが出土した（第105ਤ431～438）。また、ఝとࢥ

われるమ製品も出土した（第105ਤ439）。時期は中世前半で͋る。

ౡാ�4ʢ̨̭11ʣ（第98ਤ）　調査区の北東部で検出した（*4ʵE8区ほか）。東西方向の島畑で、

֦ு区で島畑の南辺の一部を確認したが、北辺と東は調査区֎となる。島畑は、基൫層で͋る

փΦリーϒ৭シルτないしԫ৭シルτを形して形成されている。࠷初期の島畑のنは、検

出19.5̼、基部෯8.2̼、上面෯6.0̼、ߴさ0.5̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ14.2̼で͋る。

島畑にうૉ۷り溝を３検出した。ૉ۷り溝は検出3.8～14.8̼、෯0.15～0.6̼、ਂさ0.05～
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0.1̼で͋る。遺物は須恵器やಃ器片などが出土した（第105ਤ440・441）。時期は中世前半で͋Ζう。

ౡാ��ʢ̨̭��ʣ（第99ਤ）　調査区の東辺、中ԝ部で検出した（*4ʵH8区ほか）。東西方向の島

畑で͋るが、大半は調査区֎にのͼる。島畑のஅ面؍（第94ਤ）によると、基൫層で͋るԫ৭

シルτ（39層）の上部に҉փ৭ないしփ৭のシルτ（83・84層）を置いて島畑を形成している。

この上面からૉ۷り溝が۷られている（埋土は҉փ৭シルτ）。その上部にはփ৭やΦリーϒ

փ৭などのཻ࠭ࡉもしくはシルτの層ং（78～82層）が確認できる。これらは島畑の土と考͑ら

れる。さらにこの上部にΦリーϒࠇ৭ૈ （࠭20層）やփΦリーϒ৭シルτ～ཻࡉ （࠭24層）などが島

畑85のみならず、溝ঢ়遺構̨̙08や島畑86までがる。࠷初期の島畑のنは、検出10.7̼、
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第95ਤ　̙３区北น土層அ面ਤ（1/100）
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第96ਤ　̙３区島畑83平面ਤ（1/200）

基部෯5.4̼、上面෯2.0～3.1̼、ߴさ0.7̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ14.3̼で͋る。島畑

にうૉ۷り溝を̍検出した。ૉ۷り溝は検出8.4̼、෯0.4̼前ޙ、ਂさ0.1～0.2̼で͋る。

遺物は土器片が少量出土したのみで͋る。ৄࡉな時期は不明で͋るが、周辺の調査成Ռから中世

前半とਪఆされる。
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第97ਤ　̙３区島畑83検出ૉ۷り溝土層அ面ਤ（1/50）

第98ਤ　̙３区島畑84平面ਤ（1/200）・ૉ۷り溝土層அ面ਤ	1/50


ౡാ��ʢ̨̭��ʣ（第99ਤ）　調査区の東辺、中ԝ部で検出した（*4ʵj8区ほか）。東西方向の島畑

で͋るが、大半は調査区֎にのͼる。島畑のஅ面؍（第94ਤ）によると、基൫層で͋るԫ৭シ

ルτ（39層）の上部にԫփ৭シルτ（36層）を置いて島畑を形成している。この上面からૉ۷り溝が

۷られている（埋土は҉փ৭シルτ）。その上部にはփ৭や҉Φリーϒփ৭、҉փ৭などのࡉ

ཻ࠭もしくはシルτの層ং（27・32・33層）が確認できる。これらは島畑の土と考͑られる。さ
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第99ਤ　̙３区島畑85～88平面ਤ（1/200）
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らにこの上部にփΦリーϒ৭シルτ～ཻࡉ （࠭24層）などが島畑86だ͚でなく、྆ଆの溝ঢ়遺構̨

̙04・08や島畑85までがる。検出10.0̼、基部෯5.4～6.3̼、上面෯3.5～3.9̼、ߴさ0.6～0.7

̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ14.3̼で͋る。島畑にうૉ۷り溝を̐検出した。ૉ۷り

溝は検出1.2～8.7̼、෯0.2～0.4̼、ਂ さ0.05～0.2̼で͋る。遺物は少量の土器片などが出土した。

。な時期は不明で͋るが、周辺の島畑と同じく中世前半とਪఆされるࡉৄ

ౡാ�7ʢ̨̭��ʣ（第99ਤ）　調査区の東辺、南半部で検出した（*4ʵm9区ほか）。東西方向の島

畑で͋るが、大半は調査区֎にのͼる。島畑のஅ面؍（第94ਤ）によると、基൫層で͋るԫ৭

シルτ（39層）の上部にԫփ৭シルτ（36層）を置いて島畑を形成している。この上面からૉ۷り溝

が۷られている（埋土は҉փ৭シルτ）。その上部にはփΦリーϒ৭や҉Φリーϒփ৭、փ৭な

どのシルτもしくはཻ࠭ࡉの層ং（32・33・53・54層）が確認できる。これらは島畑の土と考͑

られる。さらにこの上部に҉փ৭ཻࡉ （࠭16層）やΦリーϒ৭ૈཻ （࠭15層）などが島畑87のほか、

྆ଆの溝ঢ়遺構̨̙02・04までがる。検出7.7̼、基部෯5.6̼、上面෯4.6̼ߴ、 さ0.6̼で͋る。

島畑上面のඪߴはおよそ14.3̼で͋る。島畑にうૉ۷り溝を̐検出した。ૉ۷り溝は検出

2.3～6.6̼、෯0.1～0.6̼、ਂさ0.05～0.15̼で͋る。遺物は少量の土器片などが出土したのみで

͋る。ৄࡉな時期は不明で͋るが、周辺の島畑と同じく中世前半とਪఆされる。

ౡാ��ʢ̨̭�1ʣ（第99ਤ）　調査区の南で検出した（*4ʵp9区ほか）。東西方向の島畑で͋る

が、北辺の一部を検出したのみで、南・東・西の３方向の部はいずれも確認していない。島畑

のஅ面؍（第94ਤ）によると、島畑86・87と同じく、基൫層で͋るԫ৭シルτ（39層）の上部に

ԫփ৭シルτ（36層）を置いて島畑を形成している。この上面からૉ۷り溝が۷られている（埋土

は҉փ৭シルτ）。その上部にはփ৭や҉Φリーϒփ৭などのシルτの層ং（32・33・35層）が

確認できる。検出5.7̼、基部検出෯5.5̼、上面検出෯4.5̼、ߴさ0.6̼で͋る。島畑上面のඪ

はおよそ14.4̼で͋る。島畑にうૉ۷り溝を̎検出した。ૉ۷り溝は検出2.6～5.0̼、෯ߴ

0.25～0.45̼、ਂ さ0.1̼で͋る。遺物は少量の土器片などが出土した。ৄ 、な時期は不明で͋るがࡉ

周辺の島畑と同じく中世前半とਪఆされる。

。調査区の中ԝ部で検出した（*4ʵD10区ほか）。南北方向にԆͼる　（第96ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

溝ঢ়遺構の土層அ面によると、基൫層で͋るԫ৭シルτ（39層）を形して形成している。検出

50.7̼、෯12.4̼、ਂさ0.6̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.7̼で͋る。この溝ঢ়遺構をڥに

島畑の置がมわっており、ཬ地ׂりのڥ界に֘当すると考͑られる。遺物は੨ന࣓や੨࣓、

。などが出土した（第105ਤ442～450）。時期は中世前半で͋るנ器、須恵器、平נ

調査区の東半部、南ۙで検出した（*4ʵo9区ほか）。東西方向　（第99ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

にԆͼる。溝ঢ়遺構の土層அ面によると、基൫層で͋るԫ৭シルτ（39層）の上部に҉փ৭や

փ৭、҉Φリーϒփ৭などのシルτないしཻࡉ （࠭43・44・48～46・50層など）が堆積している。

その上部には҉ԫփ৭やΦリーϒ৭などの中ཻ࠭もしくはૈཻ࠭などの層ং（14～16層など）が確

認できる。これらは溝ঢ়遺構だ͚でなく島畑の上部にもがっており、これらが堆積した時期に

は島畑をར用した࡞ߞはఀࢭしていたと考͑られる。検出6.7̼、෯7.4̼、ਂさ0.8̼で͋る。
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溝ఈのඪߴはおよそ13.6̼で͋る。遺物は少量の土器片などが出土した。ৄࡉな時期は不明で͋

るが、周辺の島畑と同じく中世前半とਪఆされる。

りで検出した（*4ʵk8区ほか）。東西方向にد調査区の東半部、南　（第99ਤ）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

Ԇͼる。溝ঢ়遺構の土層அ面によると、堆積ঢ়گは上記の̨̙02に類ࣅしており、基൫層で͋る

ԫ৭シルτ（39層）の上部に҉Φリーϒփ৭ないしΦリーϒփ৭のシルτをはじΊ、̨̙02の上

部にみられた֤層が堆積している。その上部には上ड़の15・16層のほか、Φリーϒ৭シルτ（24層）

等の層ংが確認できる。これらは̨̙04のほか、島畑の上部にもがっており、島畑をར用した

はߴさ0.7̼で͋る。溝ఈのඪਂ、ޙしていたと考͑られる。検出8.2̼、෯8.3̼前ࢭはఀ࡞ߞ

およそ13.6̼で͋る。遺物は少量の土器片などが出土した。ৄࡉな時期は不明で͋るが、周辺の

島畑と同じく中世前半とਪఆされる。

調査区の東半部、ほ΅中ԝۙで検出した（*4ʵh8区ほか）。東西　（第99ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

方向にԆͼる。溝ঢ়遺構の土層அ面（第94ਤ）によると、基൫層で͋るԫ৭シルτ（39層）の上部

に҉Φリーϒփ৭やࠇփ৭のシルτ（72～74層）が堆積している。その上部にはΦリーϒࠇ৭ࡉ

ཻ࠭～中ཻ （࠭71層）が堆積している。これらの上部にはްさ10Dmఔのփ৭ཻ࠭ࡉなど（46・48

層など）が堆積している。この上部にΦリーϒࠇ৭ૈ （࠭20層）やփΦリーϒ৭シルτ～ཻࡉ （࠭24

層）などが堆積する。検出11.0̼、෯8.2̼前ޙ、ਂさ0.6̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.7̼

で͋る。遺物は少量の土器片などが出土した。ৄࡉな時期は不明で͋るが、周辺の島畑と同じく

中世前半とਪఆされる。

。りで検出した（*4ʵf6区ほか）د調査区の東半部中ԝ、やや北　（第98・99ਤ）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

第100ਤ　̙３区̨̙42࣮測ਤ（1/50）



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-øû÷-

第101ਤ　̙３区下層遺構置ਤ（1/500）

東西方向にԆͼる。溝ঢ়遺構の土層அ面（第94ਤ）によると、基൫層で͋るԫ৭シルτ（39層）の

上部に҉փ৭ないし҉Φリーϒփ৭のシルτまたはཻࡉ （࠭83・85・86層）などが堆積している。

その上部にはփ৭ཻ࠭ࡉもしくはシルτの層ং（81・82層）が確認できる。これらは島畑の土

と同じで͋るたΊ、島畑を֦ுしたՄੑも͋る。さらにこの上部にΦリーϒࠇ৭ૈ （࠭20層）や

փΦリーϒ৭シルτ～ཻࡉ （࠭24層）などがく堆積する。検出16.9̼、෯8.7̼前ޙ、ਂさ0.5

～0.6̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.7̼で͋る。遺物は少量の土器片などが出土した。ৄࡉな

時期は不明で͋るが、周辺の島畑と同じく中世前半とਪఆされる。

調査区の北辺にԊって検出した（*4ʵa10区ほか）。東西方向にԆͼ　（第93ਤ）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

る。溝ঢ়遺構の土層அ面（第95ਤ）によると、基൫層で͋るփ৭ないし҉Φリーϒփ৭シルτ（̔

16層）の上部にΦリーϒࠇ৭ཻࡉ （࠭６層）やփ৭ཻࡉۃ （࠭̑層）が堆積している。この上部にփ

৭シルτ～中ཻ （࠭̐層）が堆積するが、これは第94ਤのփΦリーϒ৭シルτ～ཻࡉ （࠭24層）にର

Ԡすると考͑られる。検出28.0̼、検出෯10.6̼、ਂさ0.5̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.6

̼で͋る。遺物はנ器や土師器、須恵器などが出土した（第105ਤ451～455）。時期は中世前半で

͋る。

ෆ໌遺44̨̭ߏ（第102ਤ）　溝ঢ়遺構̨̙12の࠷下層、ޙड़する溝̨̙40の上面で検出した
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第102ਤ　̙３区溝̨̙40平面ਤ（1/200）
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第103ਤ　̙３区溝̨̙40土層அ面ਤ（1/50）

（*4ɻ b11区ほか）。20～10ܘDm、15～̔ܘDmほどのѥ֯ないしѥԁ40ݸҎ上が、南北

1.5̼、東西̼̎ほどのൣғに集中していた。遺構のੑ֨は不明で͋るが、これҎ֎にが集中

しているൣғは認Ίられなかった。の周ғからはנ器や須恵器ᙈなどが出土した（第105ਤ

456・457）。時期は̨̙12が機していた中世のものとਪఆされる。

ᶄԼ遺ߏ

島畑87の上面で、島畑にରしてわずかにࣼ行する溝を検出した（*4ɻ　（第100ਤ）�4̨̙ߔ n9・

n10区）。検出6.2̼、෯1.2̼、ਂさ0.35̼で͋る。東にରして16°北にৼる。溝のஅ面形はٯ

形ঢ়をఄする。埋土は大きく３層にかれ、փԫ৭ཻ࠭ࡉۃ～ཻ࠭ࡉ、にぶいԫ৭ないし҉

৭シルτで͋る。溝ఈでઙい土坑を検出した。平面形はପԁ形Φリーϒ、ཻ࠭ࡉ～৭シルτ

をఄし、࣠0.8̼、࣠0.6m、ਂさ0.1̼で͋る。埋土はփΦリーϒ৭シルτで͋る。土坑内か

ら土師器ᙈが出土した。時期は古代とਪఆされるがৄࡉな時期は不明͋る。

調査区の北半部で検出した（*4ʵa12区ほか）。島畑の造成によって　（第102～104ਤ）�4̨̙ߔ
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大きく平されているが、調

査地の東辺から北辺に向かっ

て؇やかにހঢ়をඳく。東部

は島畑84とॏෳする。溝ఈの

ඪߴは、東辺ۙが13.5̼、

北辺ۙが13.0̼と、東部の

方がߴく、北西に向かって

くなる。検出約40̼、෯7.5

̼前ޙ、ਂさ0.3～1.0̼を測

る。̨̙40の北部の西ݞ

ۙでややまとまって土器が出

土した（第104ਤ）。ޙ期の弥

生土器やঙ内式の土師器など

が出土した。これらの遺物か

ら̨̙40は古墳時代前期でも

やや古いஈ֊の溝と考͑られ

る。なお、古墳時代の遺構͋

るいは遺物は̨̙40Ҏ֎に検

出しなかった。

（山﨑美輪・筒井崇史）

ʢ̏ʣग़遺

ౡാ��（第105ਤ431～439）

　431～433はנ器で͋る。

431はޱԑ部はؙくೲΊ、内

面にີにϛΨΩをࢪす。432・433はఈ部で͋るが、どちらもߴのஅ面形が方形をఄする。434

～437は土師器ࡼで͋る。434はখ破片で͋るが、ޱԑ部にϤコφσをࢪしてわずかに֎する。

ԑ部のみの破片で͋ޱできることから古代の遺物のՄੑが͋る。435はݩがやや大きく෮ܘޱ

る。ややްखのもので、ޱԑ部もほ΅ਅ上にԆͼる。ޱԑ部にϤコφσをࢪし、部をؙく

上͛る。438は৴ָমのᙈのޱԑ部で͋る。ほ΅にཱち上がるᰍ部に大きく֎して上下に֦

ுしたޱԑ部がく。ޱԑ部はؙく上͛る。439はమ製品で͋る、அ面が方形で͋ることか

らమఝと考͑られる。

ౡാ�4（第105ਤ440・441）　440はಃ器で͋る。ޱԑ部は面をなし、அ面形が方形にۙい。

441は須恵器ുで͋る。ޱԑ部はࣼΊ上方にまっす͙Ԇͼる。ޱԑ部はほ΅水平な面となる。

ԑ部のখ破片で͋る。ඇৗにബいͭくޱ442は੨࣓の　（第105ਤ442～450）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

りで、ޱԑ部がわずかに֎する。明փ৭をఄする。443・444は੨࣓で͋る。443はޱԑ部

第104ਤ　̙３区溝̨̙40遺物出土ঢ়گਤ（1/30）
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第105ਤ　̙３区出土遺物࣮測ਤ （̍1/4）

の破片で、֎面に᭩を༗する࿇ห文が確認できる。444はఈ部で、ࠐݟみにՖ文༷が認Ίられる。

ఈ部はり出しߴで͋る。445・446はנ器で͋る。ともにޱԑ部の破片で、部をؙくೲΊ

る。447は須恵器ുのޱԑ部で͋る。ޱԑ部は֎下方に向かって面をなしޱԑ部֎面ଆがわず

かにංްする。448は土師器ുのޱԑ部で͋Ζう。ޱԑ部の֎面ேץにڧいϤコφσをࢪして、

ԑ部ޱ、ԑ部をわずかに֎させる。449は須恵器ഋ̗֖で͋る。શମにፏ平な器形をఄしޱ
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が۶ۂするタΠϓで͋る。ಸྑ時代のもので͋る。450は平נの破片で͋る。࢛周をܽଛするたΊ、

大きさ等は不明で͋る。Ԝ面に痕跡、ತ面に縄タタΩ痕が認Ίられる。

ԑ部をؙくೲΊる。452・453ޱ。器で͋るנ451は　（第105ਤ451～455）�1̨̙ߏঢ়遺ߔ

は土師器ࡼで͋る。452は平ఈにࣼΊ上方ににཱち上がるいޱԑ部を༗する。453はややؙఈ

ԑ部を༗する。454はಃ器ുのఈ部の破片で͋る。455ޱຯのఈ部にほ΅上方にཱち上がるいؾ

は須恵器ᙈで͋る。ޱԑ部は؇やかに֎し、ޱԑ部の֎面がංްするもので͋る。古代のも

第106ਤ　̙３区出土遺物࣮測ਤ （̎1/4）
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ので͋Ζう。

ෆ໌遺44̨̭ߏ（第105ਤ456・457）　456はנ器で͋る。ޱԑ部をؙくೲΊる。内面には

ૈいϛΨΩをࢪす。457は須恵器ᙈのޱԑ部で͋る。上ड़の455と同༷に、ޱԑ部は؇やかに֎

し、ޱԑ部の֎面がංްするもので͋る。ただ、455よりもޱԑ部をͭまみ上͛ؾຯで͋る。

455と同じく古代のもので͋Ζう。

、458～470は弥生土器、471・472は古式土師器に類できるが　（第106ਤ458～472）�4̨̙ߔ

ҟなる時期のものではなく、同一時期に収まるՄੑがߴい。458～463は୯७くࣈঢ়をఄするᙈ

で͋る。459・460はᰍ部が明ྎなくࣈঢ়をఄするが、ଞのݸମは461のように؇やかなくࣈঢ়を

ఄすると考͑られる。いずれもᰍ部の上までタタΩ調が認Ίられることから、ޱԑ部ۙまで

タタΩをࢪしたޙにᰍ部の形成を行っていると考͑られる。459や461ではޱԑ部の内֎面にڧ

いϤコφσをࢪしてԜઢঢ়のものを形成している。また、460はややۉ一な器ްで͋るが、458・

462・463はޱԑ部形成時のϤコφσにより器ްが一ఆしない。464・465はޱԑ部がड͚ޱঢ়をఄ

するᙈで͋る。464はޱԑ部֎面にಥ文をࢪす。ޱԑ部が内しながらؙくೲΊる。ܘޱか

ら中ܕのᙈで͋Ζうか。これにରして465は大ܕのᙈで、461と同༷、؇やかに֎するޱԑ部が

ड͚ޱঢ়をఄしている。ड͚ޱঢ়ޱԑ部のཱち上がりはϤコφσをࢪしてわずかに֎させる。

ମ部内面はຎ໓が著しく、調は不明ྎで͋るが、ϋέとਪఆされる。466・467はᙈのମ部から

ఈ部か͚てのࢿྉで͋る。466は大ܕの、467は中ܕのᙈとਪఆされる。どちらも֎面にタタΩを

す。内面は466がϋέで͋るが、467はຎ໓のたΊ不明で͋る。ただ、467ࢪしたのち、ϋέをࢪ

も内面調はϋέとਪఆされる。468・469はᙈのఈ部のࢿྉで͋る。466・467と同じく֎面にタ

タΩ、内面にϋέをࢪす。Ҏ上のࢿྉはશମの形ঢ়は明らかでないものの、大半のࢿྉはタタΩ

ののちにϋέをࢪすもので、いずれも弥生時代ޙ期の土器の特がڧく認Ίられる。

470はᆵのఈ部とࢥわれる。ମ部がఈ部から大きく։く形ঢ়をఄすることからᆵとஅした。

調は上ड़のᙈとほ΅同じで͋るが、ఈ部֎面にϢϏΦαΤによる調が認Ίられる。ఈ部֎面

にもタタΩの痕跡がっている。

471・472はখؙܕఈ土器で͋る。471はޱԑ部からମ部中位にか͚ての破片で͋る。内֎面と

もຎ໓等により不明ྎで͋る。472もほ΅同༷の器形をఄしているとࢥわれ、調もຎ໓等によ

り不明で͋る。         　　（筒井崇史）



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-øûþ-

̒ ɽԼ ਫ ओ 遺 跡 第 ̕ ࣍ 調 査

̍ʣ͡Ίʹ

ຊઅでは、平成27年に調査を࣮ࢪした下水主遺跡第９次調査の成Ռにͭいて報告する。第９

次調査は、これまで調査にணखできていなかった地点にͭいて調査を࣮ࢪし、城陽+$T・*$にお

͚る下水主遺跡の࠷ऴ調査となった。調査の݁Ռ、中世に形成された島畑を９基検出した。また、

弥生時代ऴ期の溝や、縄文土器などの遺物を検出した。 

̎ʣ̝ ۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

̝地区は南北約96m、北辺約20m、南辺約40mの形ঢ়をఄする調査区で͋る。北ଆに下水

主遺跡第̐次調査の̜地区が、東ଆには下水主遺跡第̎次調査の̘地区が、南ଆには水主神社東

遺跡第̑次調査の̘地区が位置する。調査前には事にう土がްく認Ίられた。事前の現

地ද面のඪߴはおよそ15.6̼で͋る。現地ද下約̼̍で、中世の島畑７基や溝ঢ়遺構６などを

検出した（第107ਤ）。また、島畑を0.3～0.5̼ほど下͛ると古墳時代の溝̍を検出したほか、縄

文土器などが出土した（第114ਤ）。調査面積は2,670㎡で͋る。出土遺物は理ശで20ശで͋る。

基ຊతな層ংを南น土層அ面（第108ਤ）でઆ明すると、事用の土等をআڈし、ද土ないし

চ土とஅされるԫփ৭シルτ（３層）やփ৭ཻࡉۃ （࠭̐層）などが堆積する。これらをআڈす

ると、࠷上層の島畑と溝ঢ়遺構を確認した。島畑部では、փԫ৭やփന৭、Φリーϒփ৭、੨

փ৭などのཻ࠭ࡉもしくはシルτ（11～14・17～21・40～44層など）を主ମに܁りฦし土が行わ

れていたことを確認した。一方、溝ঢ়遺構の部では明Φリーϒփ৭や明փ৭、ԫփ৭などの

シルτを主ମとし、まれに中ཻ࠭などをڬんだ堆積ঢ়گを確認した（23～27層）。これらの基൫層

として明փ৭ཻ࠭ࡉۃ～シルτ（16層）を確認した。16層にはにぶいᒵ৭シルτがࠞじる。

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ

ౡാ��ʢ̨̭1�ʣ（第109ਤ）　調査区の北で検出した（(3ʵa10区ほか）。東西方向の島畑の東

半部を検出した。島畑は基൫層で͋るփΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃなどを形して島畑を形成している。

検出11.2̼、基部検出෯5.6̼、上面検出෯4.8m、ߴさ0.6̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ

13.9̼で͋る。島畑の上面では̍のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出10.3̼、෯0.25～

0.5̼、ਂさ0.05̼で͋る。遺物は少量の土器片が出土したが出土した。ৄࡉな時期は不明で͋る

が、中世前半とਪఆされる。

ౡാ�7ʢ̨̭�1ʣ（第109ਤ）　調査区の北半部で検出した（(3ʵE10区ほか）。東西方向の島畑の

東半部を検出した。島畑は基൫層で͋るփΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃなどを形して島畑を形成してい

る。検出11.2̼、基部検出෯5.6̼、上面検出෯4.8m、ߴさ0.6̼で͋る。島畑上面のඪߴはお

よそ13.9̼で͋る。島畑の上面では̍のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出8.3～8.9̼、෯

0.2～0.35̼、ਂさ0.05～0.15̼で͋る。遺物は少量の土器片が出土したものの、ৄࡉな時期は不
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第107ਤ　̝地区上層遺構置ਤ（1/500）
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第109ਤ　̝地区島畑96・97平面ਤ（1/200）

明で͋る。周辺の調査成Ռと同じく中世前半とਪఆされる。

ౡാ��ʢ̨̭��ʣ（第110ਤ）　調査区の北半部で検出した（(3ɻ H10区ほか）。東西方向の島畑の

東半部を検出した。島畑は基൫層で͋る҉Φリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃなどを形して島畑を形成してい

る。検出12.1̼、基部෯10.8̼、上面෯7.5̼、ߴさ0.6̼で͋る。島畑上面のඪߴはおよそ14.1

̼で͋る。島畑の上面では̑のૉ۷り溝を検出し、このうち３はॏෳしていた。ૉ۷り溝は

検出7.9～8.5̼、෯0.25～0.45̼、ਂさ0.1̼前ޙで͋る。また、40ܘDm前ޙ、ਂさ20Dm前ޙ

の柱穴を̐基検出した。ただし、これらを建物やࡤとして෮ݩすることはできなかった。遺物は

少量の土師器や࣭נ土器の破片などが出土した（第124ਤ473～475）。時期は中世前半で͋Ζう。

ౡാ��ʢ̨̭1�ʣ（第110ਤ）　調査区の西半部中ԝで検出した（(3ʵm10区ほか）。東西方向の

島畑の東半部を検出した。島畑は基൫層で͋るΦリーϒփ৭シルτないしཻ࠭ࡉۃを形して島
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第110ਤ　̝地区島畑98・99平面ਤ（1/200）
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第111ਤ　̝地区島畑100・101平面ਤ（1/200）

畑を形成している。検出10.9̼、基部෯10.8̼、上面෯8.3̼、ߴさ0.6̼で͋る。島畑上面のඪ

はおよそ14.1̼で͋る。島畑の上面では̎のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出8.0̼前ߴ

な時期は不明ࡉৄ。で͋る。遺物は少量の土器片が出土したޙ෯0.25～0.4̼、ਂさ0.1̼前、ޙ

で͋るが、中世前半とਪఆされる。

ౡാ1��ʢ̨̭77ʣ（第111ਤ）　調査区の西半部南دりで検出した（(3ʵp10区ほか）。東西方向

の島畑の東半部を検出した。島畑は基൫層で͋るᒵ৭ཻ࠭ࡉۃなどを形して島畑を形成してい

る。খنな島畑で、検出3.7̼、基部෯5.2̼、上面෯3.4̼、ߴさ0.6̼で͋る。島畑上面のඪ
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はおよそ14.0̼で͋る。島畑の上面ではૉ۷り溝を検出しなかった。遺物は少量の土器片が出ߴ

土した。ৄࡉな時期は不明で͋るが、中世前半とਪఆされる。

ౡാ1�1ʢ̨̭��ʣ（第111ਤ）　調査区の南西部で検出した（(3ʵt10区ほか）。東西方向の島畑

の東半部を検出した。島畑は基൫層で͋るԫᒵ৭ཻ࠭ࡉۃの上部にփԫ৭やにぶいԫᒵ৭のࡉۃ

ཻ࠭を置いて島畑を形成してい

る。検出10.3̼、基部検出෯

12.0̼、上面検出෯10.0̼、ߴ

さ0.7̼で͋る。島畑上面のඪߴ

はおよそ14.1̼で͋る。島畑の

上面では̑のૉ۷り溝を検出

した。ૉ۷り溝は検出2.9～

6.6̼、෯0.2～0.8̼、ਂさ0.1̼

前ޙで͋る。遺物は須恵器ുな

ど少量の土器が出土した（第124

ਤ476）。ৄࡉな時期は不明で͋

るが、中世前半とਪఆされる。

ౡാ��（第112ਤ）　調査区の

南東部で検出した（(3ʵp6区ほ

か）。南北方向の島畑で、平成

25年の水主神社東跡第̑次調

査で、一部を確認していた島畑

のԆ部に͋たる。今ճの調査

でも北と東辺にͭいては調査

区֎となる。島畑のஅ面؍（第

108ਤ）によると、基൫層で͋る

明ԫ৭ཻ࠭ࡉۃ～シルτ（49

層）の上部にփന৭やփ৭の

ないしシルτ（46・48ཻ࠭ࡉۃ

層）を置いて島畑を形成してい

る。これらの֤層からૉ۷り溝

が۷られている（45・47層）。そ

の上部にはԫփ৭やΦリーϒփ

৭などのシルτの層ং（27・40

層）などが確認できる。これら

も島畑の土と考͑られる。検第112ਤ　̝地区島畑25平面ਤ（1/200）
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出28.4̼、基部検出෯8.9̼、上面検出෯5.9̼、ߴさ0.6̼で͋る。島畑上面のඪߴは14.1̼で͋

る。島畑の上面では̍のૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出14.3̼、෯0.3̼、ਂさ0.̼̍

前ޙで͋る。遺物はנ器などが出土した（第124ਤ477）。時期は中世前半で͋る。

��ʢ̨̙4�ʣ（第109～111ਤ）　調査区の東半部で検出した（(3ʵa9区ほか）。南北̨̙ߏঢ়遺ߔ

方向にԆͼる。土層அ面（第108ਤ）の؍によると、基൫層で͋る明փ৭ཻ࠭ࡉۃ～シルτ（16

層）の上部に認Ίられる明փ৭೪土やઙԫ৭҉シルτ（28・36層）を基൫として溝ঢ়遺構を形成

していると考͑られる。その上部には明փ৭シルτや明Φリーϒփ৭シルτ、փന৭ཻ࠭ࡉۃ

などの層ং（23～27層など）が堆積している。検出87.8̼、෯14.0̼、ਂさ0.7̼前ޙで͋る。溝

ఈのඪߴはおよそ13.2～13.4̼で、北に向かってわずかにくなる。調査区南部では、溝ఈでഉ

水をతとしたと考͑られる溝̨̙66を検出した。̨̙66は検出11.7̼、෯1.4̼、ਂさ0.2̼

で͋る。そのほか、ઙいૉ۷り溝を3～̐検出した。遺物はנ器や土師器、࣭נ土器、須恵器

などが出土した（第124ਤ480～485、490・491）。時期は中世前半で͋Ζう。

。調査区の北半部で検出した（(3ʵb10区ほか）。東西方向にԆͼる　（第109ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

溝ঢ়遺構は基൫層で͋るփΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃを۷して形成している。検出10.1̼、෯9.4̼、

ਂさ0.7̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.2̼で͋る。遺物はנ器やന࣓などが出土した（第

124ਤ486～488）。時期は中世前半で͋Ζう。

。調査区の北半部で検出した（(3ʵe10区ほか）。東西方向にԆͼる　（第109ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

溝ঢ়遺構は基൫層で͋るփΦリーϒ৭ないし҉Φリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃを۷して形成している。検

出11.7̼、෯11.2̼、ਂさ0.7̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.3̼で͋る。溝ఈでૉ۷り溝を

̐～̑検出した。その̨̙̍ͭ26からは古墳時代の須恵器ഋ֖のখ破片が出土した（第124ਤ

489）。また、̨̙02શମからは少量の土器片が出土した。時期は中世前半とਪఆされる。

りで検出した（(3ʵi10区ほか）。東西方د調査区の中ԝ、やや北　（第110ਤ）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

向にԆͼる。溝ঢ়遺構は基൫層で͋る҉Φリーϒփ৭ないしΦリーϒփ৭のཻ࠭ࡉۃまたはシル

τを۷して形成している。҉փ৭ないしփ৭のシルτなどが堆積していた。検出10.5̼、

෯14.7̼、ਂさ0.6̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.5̼で͋る。遺物は少量の土器片などが出土

したのみで、時期は中世前半とਪఆされる。

りで検出した（(3ʵo10区ほか）د��ʢ̨̙7�ʣ（第110ਤ）　調査区の中ԝ、やや南̨̙ߏঢ়遺ߔ

が、大半は̝̍区と)̎ 区の調査区ڥに当たるたΊ、ৄࡉな調査成Ռをಘられていない。東西方

向にԆͼる。ଞの溝ঢ়遺構と同じく、基൫層で͋るΦリーϒփ৭ないしᒵ৭のシルτまたはࡉۃ

ཻ࠭を۷して形成していると考͑られる。検出10.6̼、෯7.1̼、ਂさは不明で͋る。溝ఈの

ඪߴはおよそ13.4̼とਪఆされる。遺物はほとんど出土しなかったが、周辺の調査成Ռを踏ま͑

ると中世前半とਪఆされる。

。調査区の南半部で検出した（(3ʵR10区ほか）。東西方向にԆͼる　（第111ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

溝ঢ়遺構は基൫層で͋るᒵ৭ないしԫᒵ৭ཻ࠭ࡉۃを۷して形成している。検出9.5̼、෯

11.6̼、ਂさ0.7̼で͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.4̼で͋る。遺物は少量の土器片が出土したの
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第113ਤ　̝地区溝̨̙24平面ਤ（1/100）

みで、時期は中世前半とਪఆされる。

（筒井崇史）

された溝で͋る。北調査区北半部で検出した。南東から北西方向に۷　（第113ਤ）�4̨̙ߔ

にରして60°前ޙ西にৼっている。島畑の造成にって上部はࣦわれているたΊ、機時のنは

明らかではないが、検出時では෯2.4～3.0̼、ਂさ0.4～0.5̼を測る。溝のஅ面形は؇やかなހঢ়

をఄす。ޙड़する溝̨̙25とほ΅ॏなって۷されていることから、̨̙25に༝དྷする地形のۼ

みをར用して۷された溝で͋Ζう。溝ఈのඪߴは、南東から北西方向向͚てくなり、木

向かって流れていたと考͑られる。溝ఈから土師器ࡼやנ器のখ片が出土しており、中世
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前半には機していたものと考͑られる。島畑形成の年代の上ݶの̍点をࣔしており、当地Ҭに

島畑が形成されるҎ前の土地ར用の༷ࢠをうかがうことができる。

�7̨̠　島畑97の上面で検出した方形をఄする土坑で͋る。検出面からのਂさは0.4̼を

測る。西半は調査区֎で͋ったたΊਖ਼確なਂさはり͑ないが、一辺およそ1.8̼ఔで͋った

とਪ測される。上層からΦリーϒփ৭࠭ࡉۃ、փ৭೪土、Φリーϒԫ৭࠭ࡉなどが堆積し、下層

では༙水がみられる。出土遺物はࡉ片がଟくਤ化し͑なかったが、埋土中よりנ器の破片が出

土しているたΊ、おおよそ中世の遺構と考͑られる。

第114ਤ　̝地区下層遺構置ਤ（1/500）
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ᶄԼ遺ߏ

̝地区では、島畑や溝ঢ়遺構を検出した時点で、下層遺構として̎の溝や縄文時代のものと

考͑られる不形な土坑等を確認していた。島畑の調査をऴྃしたのち下層遺構の調査を行った。

北半部では、弥生時代ऴ期から古墳時代初಄にか͚ての溝̨̙25とそのଐࢪ設で͋る土坑等

を検出した。また、̨̙25の南ଆで縄文時代晩期の遺構を検出した。さらに南部ではৄࡉな時

期は不明ながら溝を̍検出した。

࠷ઌड़の溝̨̙24とほ΅同じ位置でॏෳして検出した。検出෯は　（第115～119ਤ）��̨̙ߔ

大約６̼、存するਂさは࠷大で1.3̼を測り、அ面形ঢ়は؇い形ঢ়をఄする。北؛から1.5̼

ఔは、検出面から0.3̼ఔのઙい部となっており、ࣼม点をڥにܹٸにਂがਂくなる。

第117ਤのように３か所の土層அ面؍用のΞθをしながら溝の۷を行い、南東から̍区、

̎区、３区、̐区と呼称した。また、۷時に出土した遺物はશて位置とඪߴを記録してऔり上

͛ており、そのৄࡉは第118ਤにࣔした通りで͋る。

土層அ面の؍によって、溝の埋աఔは大きくҎ下の̑層に区されることが明した。Ҏ

下、大別の層位名はϩーϚࣈで記し、ৄࡉなݸ別の層位名ΞϥϏΞࣈで記す。

ᶗ層：溝に༝དྷするۼみにࣗવ堆積がみられるஈ֊。

ᶘ層：̨̙25の北ଆにॏෳするように、ઙい溝が۷࠶されるஈ֊。平面తに検出することは

できなかったが、அ面の؍により認ࣝすることができた。ঙ内形ᙈのମ部片がؚまれるが、下

層からのࠞೖのՄੑもされ、明確な時期は不明で͋る。

ᶙ層：͋るఔ埋がਐんだ溝が人ҝతに埋Ίされるஈ֊。埋土にはϒϩοΫঢ়のシルτが

ؚまれる。存のߴいᙈはଟくがこの層から出土した。

ᶚ層：溝の機しているஈ֊。シルτと࠭のޓ層ঢ়の堆積をఄする。ଟくのࣗવ木、木製品が

出土した。また、出土した土器はࡉ片がଟい。

ᶛ層：溝の機しているஈ֊。溝ఈに҉いփ৭をఄする೪土・ૈ࠭が堆積する。遺物や༗機物

はほとんどؚまれない。

ᶗ層の上層はઌड़の中世前半の溝̨̙24の埋土が堆積している。

ᶘ層は土層அ面の؍によって確認した̨̙25の۷࠶と考͑られる溝で͋る。෯1.3̼を測

る。平面తに検出することができなかったたΊ不明な点もଟいが、ほ΅当初の̨̙25の北؛に

するようにして۷されたと考͑られる。

ᶙ層はϒϩοΫঢ়のシルτがଟくؚまれており、水流にう࠭層の堆積もݟられないことから、

溝の機ఀࢭにࡍして人ҝతに埋Ίされた堆積層と考͑ている。この層からは形にۙいঙ内

形ᙈが点出土した（第125ਤ496・497・499～501）。これらのঙ内形ᙈは̨̙25のຊ流部をڬみ、

北؛ۙのઙくなっている部とޙड़する̨̭43でそれͧれ３、̐点ずͭฒんで出土しており、

溝の機ఀࢭのࡍにԿらかの行ҝをってਾ͑置かれたものと想ఆされる。なお、下層のᶚ・ᶛ

層から出土した土器片は、ଟくがࡉ片となったঙ内形ᙈで͋ることから、ᶙ層出土土器܈とᶚ層

出土土器܈とはੑ֨をҟにすると考͑られる。
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第115ਤ　̝地区溝̨̙25平面ਤ（1/100）



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-øüĀ-

第116ਤ　溝̨̙25地形測量ਤ（1/100）
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第117ਤ　̝地区溝̨̙25土層அ面ਤ（1/50）
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第118ਤ　溝̨̙25遺物出土ঢ়گਤ（1/100・1/8）
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第119ਤ　溝̨̙25遺物出土ঢ়֦گ大ਤ（1/40）

ᶚ層はシルτと࠭のޓ層ঢ়の堆積がݟられ、ଟくの土器片や木ࡐが出土した。また、౧֩も̐

点出土している。土器片は理ശ̎ശが出土したものの、ᶙ層にݟられたような形品等はな

く、ほとんどすてがঙ内形ᙈのࡉ片で͋る。498のようにれた地点のものが合することも

ଟいことから、少の土器が水流によってࡉ片化したもので͋Ζう。したがって、̨̙25の機

時にഇغされた土器の量は͝くわずかにす͗ないと考͑られる。木ࡐは出土ঢ়گを記録してऔり

上͛、Ճ痕跡の༗ແを確認した。その݁Ռ、ଟくはࣗવ木で͋り、明確なՃ痕跡をͭ࣋もの

はશମのׂ̍ほどにա͗ないことが明した。をもͭものやઌにߌঢ়のՃがなされている

もの等は、̨̙25の北西部（第119ਤӈ）と南東部（第122ਤۙ）に集中している。北西部で

出土した遺物はਤ化できなかったものの、ѵঢ়の༗機࣭がまとまって出土しており、ຊདྷతには

木ࡐとۓറし、一ମのなんらかの構ங物、もしくは組合せの部ࡐが存在したՄੑが͋る。ここ

では溝ఈにするように形のᙈ（第125ਤ502）が出土した。

ᶛ層は遺物や༗機物をほとんどؚまないૈ࠭と೪土の堆積で͋る。溝ఈは平ୱではなくԜತが

。られるݟ著で͋ったが、溝ఈのਂい部にのみݦ

ঢ়遺̨̭ߏ��ɾ�4（第120～122ਤ）　̨̙25の中ԝ部と南東部の̎か所では土坑ঢ়の落

ちࠐみを検出した。̨̭56は̨̙25中ԝ部で検出した。平面形は̼̎ܘ前ޙのପԁ形をఄし、

̨̙25のఈ面からは1.2̼۷りࠐまれている。埋土は೪土層と࠭層がޓ層ঢ়に堆積する。遺構内



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-øý３-

には̨̙25の第ᶚ層でݟられたような木ࡐが落ちࠐんでいたほか、建ங部ࡐの一部（第131ਤ539）

が出土した。ただし、出土遺物の量は少ない。̨̭56のす͙北西ଆにはߌが溝にରしてަする

ようなঢ়ଶで３ຊ出土しており、؆қな井ԃのような機をもͭ構造物が存在したՄੑも考͑

られる。

̨̭64は、̨̙25の溝ఈで出土したやや大ܕのࡐやՃ部ࡐをऔり上͛たとこΖ、溝ఈで検出

した土坑ঢ়遺構で͋る。東半部は調査区֎となるたΊਖ਼確な平面形やنは不明で͋るが、調査

ऴྃ時に部తに֦ு確認を行った݁Ռ、一辺３̼ఔの方形の۷形を࣋っていたことが明し

た。遺構のఈまでのਂさは、̨̙25の溝ఈから約̼̍で͋る。̨̭64の周辺ではՃされた木ࡐ

がやや集中してݟられたほか、溝ఈにଧちࠐまれたঢ়ଶの木ߌを̐ຊ検出した（第121ਤ）。̨̭

64にうԃや؛ޢ等にうࢪ設が存在したՄੑも考͑られる。̨̭64の埋土中からは方形の木

製品が組み合ったঢ়ଶで出土した（巻಄ਤ൛̎ （ɻ̎）、第129ਤ）。方形組合せ木製品は̨̭64の

南นにするように出土しており、Կらかの要因で組み合ったままغされたものとࢥわれる。

埋土中からはଞの出土遺物は少なく、この木製品と関࿈すると考͑られる部ࡐも出土しなかった。

̨̭56・64から土器は出土しなかったが、埋土の堆積のঢ়گから̨̙25と同時期に機してい

たことは確࣮で͋る。̨̭64は大部が調査区֎で͋ったたΊ、ৄしい土層の堆積ঢ়گは明らか

でないが、̨̭56は下層にૈ࠭や༙水のたΊటঢ়となったシルτが堆積していた。அఆすること

はできないが、࠭టを఼させるたΊに۷された遺構のՄੑも考͑られる。

ෆ໌遺�7̨̭ߏɾ4�ɾ44（第

116・117・123ਤ）　ຊ流で͋る̨

̙25の南ଆには溝のଐࢪ設と考

͑られる̨̭43・44がとりͭき、

その中間には̨̭27がઉঢ়にுり

出している。

̨̭27は地山のઉঢ়の۷りこ

し で ͋ り、 ෯1.1～1.4̼ を 測 る。

அ面形ঢ়は؇やかなತঢ়をఄす

る。̨̭43と44は̨̭27をはさん

でほ΅ઢର称の平面形をͭ࣋土坑 第120ਤ　土坑ঢ়遺構̨̭56土層அ面ਤ（1/40）

第121ਤ　̨̭64周辺ߌ検出ঢ়گਤ（1/40）
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で͋る。ただし、̨̭43は島畑97にॏෳしていたたΊ、存ঢ়گがྑで͋ったのにରし、̨̭

44の大部は溝ঢ়遺構̨̙20に͋たっていたたΊ平が著しく、ఈ面のঢ়گしか明らかでない。

̨̭43はାঢ়の平面形ଶをͭ࣋。検出面からのਂさは0.6̼前ޙ、࣠5.3̼、࣠3.5̼を測る。

ఈ面は平ୱではなくԜತが著しく、水流が͋ったことをうかがわせる。南東部にはさらにାঢ়に

ுり出した部が͋り、ややਂく۷りこまれている。堆積土は基ຊతには̨̙25とڞ通しており、

層ঢ়の堆積（15～17層）、シルτϒϩοΫࠞじりのᶙ層（11、12層）が堆ޓ下層から࠭層と೪土の࠷

積している（第117ਤ下ஈ）。ᶙ層はഇઈ時の埋Ίし土で͋り、̨̙25のഇઈ時に̨̭43も埋Ί

されたようだ。なお、このᶙ層には形のߴいঙ内形ᙈが置されていた。̨̭43と̨̙25

のଓ部の෯は0.5̼で、அ面؍によって、土खঢ়に۷りされていることが明した（第117

ਤ下ஈ32層）。

̨̭44は̨̭27をはさんで̨̭43とରになるように۷られた不形の土坑で͋る。ઌड़のよう

に大部は溝ঢ়遺構の造成によって平をड͚ている。検出面からのਂさは0.4̼、辺4.0̼、

辺3.5̼を測る。北には、̨̭43の南でݟられたようなାঢ়の۷りࠐみがݟられ、同じよ

うな構造と考͑られる。̨̙25とのଓ部は一ஈڱくなっており、෯は0.8̼で͋る。̨̭43で

第122ਤ　方形組合せ木製品出土ঢ়گਤ（1/10）
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は土खঢ়の۷りしが明確に確認されたが、̨̭44ではそれほど明ྎに確認することはできず、

溝のࣼม点から۷りこまれていた。

埋土のঢ়گから̨̭43・44はᶚ層が堆積するஈ֊には少なくとも۷されており、̨̙25のຊ

流にରするଐతなࢪ設で͋ることは確࣮で͋る。ᶘ層の埋土もみられることから、̨̙25の機

がఀࢭしたࡍに同じように機をఀࢭしたと考͑られる。

ᶅ࠷Լ遺ߏ

ཷث·Γ̨̭�7　島畑98の上部で検出した不形の落ちࠐみで͋る。検出時には化した

༗機࣭やম土がପԁ形ঢ়にみられたたΊ土坑で͋るとஅし۷を行ったが、明確なϓϥンをも

ͭ遺構で͋るかは不明ྎで͋った。落ちࠐみの東ଆを中৺にࡉ片となった縄文土器がややまとま

って出土した。

ཷث·Γ̨̭��　̨̭37のす͙西で検出された溝ঢ়の落ちࠐみで͋る。அ面はઙいٯ形

ঢ়をఄし、ਂさは0.15～0.2̼ほどと͝くઙい。埋土中より縄文土器がわずかに出土した。

（桐井理揮）

ʢ̏ʣग़遺

ᶃ্遺ߏग़遺

ౡാ��ʢ̨̭��ʣ（第124ਤ473～475）　473は土師器ࡼで͋る。ޱԑ部がわずかに֎する。474

は࣭נ土器三ುで͋る。ುຊମとの合部に当たる٭部の上半部の破片で͋る。475は須恵

器ുで͋る。ޱԑ部はややؙみをଳͼている。

ౡാ1�1ʢ̨̭4�ʣ（第124ਤ476）　476は須恵器ുで͋る。475とはҟなり、部は۶ۂして上

方のͼる。

ౡാ��ʢ̨̭47ʣ（第124ਤ477）　477はנ器で͋る。ޱԑ部はؙくೲΊ、内面のϛΨΩもૈ

くࢪす。

第123ਤ　不明遺構̨̭27・43・44அ面ਤ（1/40）
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第124ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ （̍1/4）

ૉ۷Γ̨̙ߔ��（第124ਤ478）　478はന࣓で͋る。ޱԑ部はఈ部からΏるやかにཱち上がっ

たޙ、大きく֎するᶛ類で͋る。

ຯとؾຯのఈ部に、わずかに֎ؾで͋る。ややؙఈࡼ479は土師器　（第124ਤ479）��̨̙ߔ

なるޱԑ部がͭくもので͋る。ఈ部֎面にϢϏΦαΤをࢪす。器形から古代のもので͋Ζう。

ԑ部をؙくೲޱ器で͋る。480～482はנ480～483は　（第124ਤ480～485）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

Ί、内面のϛΨΩもややまばらで͋る。482・483はখさなஅ面三֯形のߴがషり͚られる。

どちらもߴさがほとんど認Ίられないもので͋る。484はখܕの土師器ࡼで͋る。平ఈのఈ部に、

わずかに֎するޱԑ部とからなる。485は須恵器ഋ̗֖のͭまみで͋る。法量や形ଶからඈௗ

時代ޙ半ないしࠒのものと考͑られる。

ԑ部内面にઢが̍८る。内ޱ。器で͋るנ486は　（第124ਤ486～488）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

面のϛΨΩはややまばらで͋る。487はന࣓のఈ部で͋る。り出しߴで、ఈ部֎面にもૈ

いέズリをࢪす。488は大ܕのಃ器ുで͋る。内֎面にφσ等による調がݟられる。

須恵器ഋ֖のখ破片で͋Ζう。部にճసϔϥέズリが明ྎに認Ί　（第124ਤ489）��̨̙ߔ

られ、想ఆされる෮ܘޱݩなどから、古墳時代中期͝Ζのものとਪఆされる。

。部の݁合ۙの破片で͋る٭ഋのഋ部とߴ490は須恵器　（第124ਤ490・491）�4̨̙ߏঢ়遺ߔ

下面ଆにεΧシ穴を։͚るたΊのりऔり痕が認Ίられることからߴഋとஅした。古墳時代ޙ
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期のもので͋Ζう。491は࣭נ土器ುのޱԑ部で͋る。

�7̨̠（第124ਤ492）　492は須恵器ഋ̗で͋る。ߴۙのみの破片で、ఈ部やޱԑ部に

ͭいては不明で͋る。

遺แؚ（第124ਤ493～495）　493はנ器のఈ部で͋る。அ面方形のߴが८る。内面には

ີにϛΨΩをࢪす。494はఱのఈ部で͋る。495は土師器ࡼで͋る。ޱԑ部はわずかに֎

する。         　　（筒井崇史）

ᶄԼ遺ߏग़遺

̨̙25を中৺に弥生時代ऴ期の土器が出土した。出土૯量は理ശ̑ശほどとଟくなく、器

種にもภりがみられる。ここではʰ京都府遺跡調査報告書ʱ第173冊で報告した下水主遺跡̗地

区溝̨̙22出土の土器類にしたがって記ड़をਐΊる。

遺構の項でड़たように、溝の機時にう遺物と、ഇઈ時に置された遺物の̎者が存在す

る。496・497・499～501は溝のഇઈ時にう土器܈で͋り、̨̙25・̨̭43上層から出土した。

器種はᙈ̗としたঙ内形ᙈにݶられる。496～499は、ࡉ片となっているたΊに形に෮ݩするこ

とができなかったものの、同一ݸମと考͑てよい破片が同一地点から出土しており、ഇغ時は

形にۙいঢ়ଶで͋ったと考͑られる。いずれもޱԑ部途中までタタΩ出しによって成形され、そ

のޙ೪土ଳを͗ܧすことによってޱԑ部を࡞り出すもので͋る。ܘޱは16～18Dmと、法量に

もまとまりがみられる。部の形ঢ়は面を̱ͭ࣋ख法（496・497・499・500）と面を࣋たせたޙに

一のઢをࢪすaख法（498）によるものが͋る。500は།一形に෮ݩすることができたもので

͋る。17.8ܘޱDm、器26.4ߴDmを測る。ମ部はӈ上がりのےࡉタタΩで成形され、ମ部下半の

タタΩはϋέでফされている。501はややখ形のᙈで͋る。ମ部はঙ内形ᙈとしてはፏ平で、ޱ

ԑ部ܘにରして器ߴがい。ମ部上面にはࠨ上がりのタタΩが認Ίられ、ޱԑ部の成形ٕ法もタ

タΩ出しによらないなど、496～500とはややҟなるもので͋る。内面はᰍ部下までέズリがࢪ

されているたΊ、いわΏる大ܕঙ内形ᙈともҟなる系౷のもので͋り、山城地Ҭで製࡞された

ものと考͑ておきたい。

498・502～514・516は、̨̙25埋土から出土したもので͋る。502はほ΅形に෮ݩすること

ができるものの、それҎ֎のものは破片がଟく、特にےࡉのタタΩをもͭঙ内形ᙈのମ部片が

ཱͭ。出土地点はそれͧれ第118ਤにࣔすとおりで͋る。502は̨̙25の北西部の木ࡐ等が集中し

て出土する地点の࠷下層から出土した。やや下ぶくれのମ部に、内するޱԑ部がく。֎面は

ϋέ、内面はέズリで上͛られている。֎面にタタΩの痕跡をさず部のٿମ化がਐんでい

るが、器นはްく、ޱԑ部の形もఆܕతなཹ形ᙈとはҟなっており、古墳時代に時期が下が

るものではない。503～508はঙ内形ᙈで͋る。503・508は内面のέズリはᰍ部下までٴぶのに

ରして、504～507のように内面のέズリがᰍ部下までٴばず、۶ۂ部のྏがくなるものも͋

る。ޱԑ部の形ख法にはaख法によるものが̍点（503）͋ るほかはbख法による。

509は̨̙25の溝ఈにして出土したখ形ؙఈുのମ部で͋る。器นはややްखで͋り、土

もਫ਼製されたものは用されていない。510はޱᆵのޱԑ部で͋る。く֎するޱԑ部をもち、
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第125ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ （̎1/4）

部は面をͭ࣋ように上͛ている。511もޱᆵで͋り、֎面はૈいϋέで上͛る。512～

514はߴഋの٭部で͋る。513は６の۳ඳઢ文をもͭۙߐ・東ւ系のߴഋで、ਫ਼製された土

で࡞られている。؍؟では͋るがଞの土器とは土が明らかにҟなっており、ൖೖ品のՄ

ੑがߴい。515・516はࡼঢ়のഋ部をͭ࣋খ形器で͋る。515は上層の遺物แؚ層から出土した
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第126ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ３（1/10）

もので͋るが、ຊདྷతには̨̙25にう遺物で͋Ζう。内֎面とも៛ີなϛΨΩがࢪされる。

516はখ形器の٭部で͋る。３方向からಁがઠたれており、֎面は៛ີなϤコϛΨΩがࢪさ

れる。

これらの土器はのなかにはཹ系の器種がؚまれておらず、ࠤ山ᶘʵ̎～３式、ঙ内式中ஈ֊

から新ஈ֊の年代が༩͑られよう。

ᶅ

)地区̨̙25を中৺にଟくの木ࡐ、木製品が出土した。ஞ一出土ঢ়گਤを࡞成しながらऔり上

͛、それͧれՃの༗ແ等を調たが、製品までՃされたものは少なく、出土૯量のׂ̍ほど

にա͗ない。ຊ報告ではՃ痕跡をもͭものを中৺にਤ化し、ଟをΊるࣗવ木の一部にՃ

痕跡をͭ࣋ものにͭいては、原ଇ、ਤ化していない。
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第127ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ （̐1/10）

517～527は方形組合せ木製品の部ࡐで͋
ㅭ ㉅ 1 9 ㅮ

る。この木製品はଆ൘̎ຕとԣ木̔ຊ、ԣ木にڬみࠐ

まれる͗൘の部ࡐから構成される。थ種はすてϒφՊシΠଐで͋る。類ࣅしたものは古఼遺

跡での出土例がられていたものの、中ԝの͗൘まで組み合って出土した例はݟにない。

517～524がԣ木で͋り、525と526・527がଆ൘となる。それͧれの部ࡐの位置は第129ਤをࢀরし

ていただきたい。ຝࡐで࡞られるԣ木は̎ຊで一ରをなし、すてで̔ຊから構成されている

が、中ԝ̎ຊのදଆ部ࡐ（ԣ木̰：518・519）とଞの６ຊ（ԣ木̱：517・520～524）では構造にҧ

いがみられる。ԣ木̰は平面形ঢ়はԣ木̱よりもややࡉで͋り、ଆ面؍は中ԝ部がತঢ়をఄす

る。中ԝのತ部には辺2.7～2.9、辺1.8～2.1Dmの方形の؏がઠたれている。؏の周辺

はஸೡにՃされており、ຊདྷతには̎ͭの؏に通すような別の部ࡐも存在したՄੑは͋る

が存していなかった。྆はֻりঢ়にՃされている。ԣ木̱は、中ԝ部が෯でઌにか͚
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てややࡉくなるΤンタシεঢ়

の平面形ঢ়をఄするもので͋

り、அ面形ঢ়はፏ平なוঢ়

をなす。̎ຊの間には͗൘

がڬみࠐまれるが、それに

するཪଆは平らにՃされて

おり、͗൘をڬみࠐんだと

きに҆ఆするようになってい

る。また、྆はԣ木̰と同

じようにֻりঢ়にՃされて

おり、ଆ൘の؏に̎ຊ一ର

で通して҆ఆするようになっ

ている。

525～527は ଆ ൘ で ͋ る。

525は存していたものの、

526・527は中ԝ部およͼ片ଆ

の部をܽき、શମの半ほ

どしか存していなかった。

525は存していたଆ൘̰で

͋る。さ124Dm、෯̔Dm、

ްさ̍～̎Dmを測る。か

ら̔Dmを͚͋、ほ΅̐Dm࢛

方の؏が̐ઠたれてい

る。出土した時にはこの؏

にԣ木が̎ຊずͭ通されてお

り、組み合ったঢ়ଶで͋った。

もう一方のଆ൘̱はશମの半

ほどはࣦわれているが、ଆ

൘̰と同じような法量で͋っ

たと考͑られる。ҟなっているのは、൘と࠷も֎ଆの؏の間に̍辺1.5Dmのਖ਼方形のখが

ઠたれていることで͋る。このখはଆ൘̎の片ଆのみに認Ίられるが、ઌड़の古఼遺跡の例を

著で͋り、一ݦりがݮは内ଆのすり考にすると、ຊདྷは྆ଆに͋ったものと考͑られる。খࢀ

方からԿらかの部ࡐを通すような用途で͋ったՄੑがߴい。খの周辺には༗機࣭や࣫等の

ண物は認Ίられなかった。ԣ木の間にڬみࠐまれていたのは͗൘の部ࡐで͋る。̍ຕ̍ຕのް

さはްくても̍DmҎ下とബく、෯は約̑Dm前ޙにまとまっおり、部తには̎、３ຕॏなった

第128ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ （̑1/10）
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第129ਤ　̝地区方形組合せ木製品෮ݩਤ（1/10）
（͗൘はਤࣔしていない）

ঢ়ଶで͋った。一部のものはथൽにۙいࡐが用されているたΊᐻൽঢ়をなす。さは130Dmほ

ど͋り、辺方向にはܧがれていない。また、存ঢ়ଶのྑいଆでは͗൘の部がりそΖ͑

られていることがわかり、ੑ֨نが͋る部ࡐで͋ったことがうかがわれる。Ҏ上のようにこの木

製品はଆ൘̎ຕとԣ木̔ຊ、間にڬみࠐまれる͗൘から構成される。これほど存ঢ়گに恵ま

れた例はݟにない。
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第130ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ６（1/10）
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第131ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ７（1/6）

528・529・531・535は൘ঢ়の部ࡐで͋る。528は存131.6Dmをはかる൘ࡐの製品で͋る。

上はܽଛしている。ઌにか͚てߌঢ়になるようにঃʑにബくなり、࠷もްい部で̐Dm、

ઌ部はްさ0.3Dmほどで͋り、ඇৗにബくՃされている。上部はくͼれঢ়にࡉくなっており、

෯10Dmほどで͋る。用途は不明で͋るが、建ங部ࡐの一部で͋Ζうか。529も存約59Dmの

൘ࡐで͋る。には̎ͭのখがઠたれ、中ԝ部にはのࣈঢ়のፘりが͋る。534はஅ面形ঢ়が

されているようだが、ܽଛが大きくવとしなঢ়にՃߌで͋る。ઌがࡐঢ়をఄする൘ו

い。535はްさ0.6～0.9Dmほどの൘ࡐで͋る。方形の؏が一か所に認Ίられる。536はްさ3.0

～3.5Dmほどの൘ࡐで͋る。りが大きく、合することがࠔで͋ったたΊਤ化できなかっ

たが、ほかにも同一ݸମと考͑られるࡐが存在している。



新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成 26・27 年発۷調査報告

-øþü-

530・532・533はঢ়の部ࡐをਤ化した。530はਊ࣋ちؙ木のࡐで͋る。અはআڈされており、

部తに面औりを行ったようなՃ痕跡をうかがうことができる。532は存137.1Dmを測るਊ

用している。部にはঢ়のՃることによってをॎにࡐDmఔの̐ܘ。で͋るࡐちの部࣋

が認Ίられる。୯ಠの建ங部ࡐとしてはڧをܽくたΊ、Կらかの部ࡐの構成要ૉの一部、もし

くは建ங部ࡐҎ֎の木製品のՄੑも考͑られる。533は存170Dmを͑るいࡐで͋る。

અはআڈされているものの、ݦ著なՃはݟられず、部తにፘりが認Ίられる。539は൘の

不明木製品で͋る。基部Ҏ下はܽଛしているたΊશ形はからないが、平面形ঢ়はԜঢ়をఄする。

建ங部ࡐの一部で͋Ζうか。̨̭56の埋土から出土した。

̨̙25からはこのほかに౧֩が̐点出土している。

539は̝̎区から出土したߌঢ়の製品で͋る。ؼଐ時期はわからないが、島畑にうもので͋

るՄੑがߴい。

ᶆೄจث（第132ਤ）

̨̭37・̨̭39でややまと

まって破片が出土した。̨̭

37・39からはνϣコϨーτ৭

の土に֯ર石、Ӣをଟ量

にؚむ土で製࡞されたもの

が̎点ؚまれる。ただし、ਤ

化することができたのは̎点

にա͗ない。540は̨̭37か第132ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ （̔1/3）

第133ਤ　̝地区出土遺物࣮測ਤ９（1/2）
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ら出土したਂുޱᰍ部で͋る。ತଳは部から0.6Dm下がった位置にషり͚られ、上下からφ

σ͚ͭることによって合する。ࠁはখさい%ࣈ形をఄする部と、%ࣈがき、ᶗࣈঢ়をఄ

する部が͋る。541も̨̭37から出土したਂുのޱᰍ部から部にか͚ての破片で͋る。点

はないが、540と同一ݸମで͋るՄੑがߴい。۶ۂ部のྏは不明ྎで、下半にはέズリが認Ί

られる。

542は̨̙25から出土したਂുޱᰍ部で͋る。ತଳのష͚とޱԑ部の調は一のφσͭ

͚で行われている。ತଳにはい̙ࣈ形のࠁがࢪされる。̨̙25から出土した縄文土器はこの

̍点のみで͋り、ࠞ ೖで͋Ζう。540・541がತଳ文̎期ޙ半、542はತଳ文３期に位置づ͚られる。

ᶇੴث（第133ਤ）

石器は̨̙25の埋土中からԜ基式の᭲が３点出土した。543は辺3.09Dm、෯1.86Dm、ॏ量2.1

̶を測る。544は基部の࡞り出しがݦ著ではないもので͋り、ઌをわずかにܽく。存

2.3Dm、෯1.52Dm、ॏ量1.4̶を測る。545もわずかにઌをܽଛする。存2.17Dm、෯1.88Dm、

ॏ量1.2̶を測る。546は溝ঢ়遺構̨̙48のఈに۷された溝̨̙66から出土したαψΧΠτ製の

εΫϨΠύーで͋る。辺8.8Dm、辺4.8Dm、ॏ量57.5̶を測る。

（桐井理揮）

̎ʣ̡ ̏۠ͷ調査

̡３区は平成26年に調査を࣮ࢪした̡̍区の南東にし、辺14.6̼、෯̔mで、ほ΅ۣ

形のڱখな調査区で͋る（第134ਤ）。平成27年に

した下水主遺跡第̔次調査̡̎区の調査で検ࢪ࣮

出した溝ঢ়遺構̨̙46のఈ面のԆ部を検出し

た。調査面積は110㎡で͋る。

調査前は事にう土がएׯ認Ίられたもの

の、ຊདྷの地ද面のඪߴは15.0̼で͋る。現地ද下

1.8̼で、溝ঢ়遺構のఈ面を検出した。溝ఈは基൫

層で͋るփ৭シルτにୡしている。なお、出土

遺物はখنな調査のたΊ、ࡉ片化した土師器等

が͝くわずかしか出土していない。

（筒井崇史）

̏ʣ̚ ۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

平成24・25年に調査を࣮ࢪした̚地区で、新た第134ਤ　̡３区遺構置ਤ（1/200）
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に&９・&10区の̎か所の調査区を

設͚て調査を࣮ࢪした（第92ਤ）。̚

９区は、北西辺33.5̼、南東辺21.0̼、

෯13.5̼のۣ形をఄする。調査区は

おおむね北東から南東方向にԆͼる

が、南西部はやや南にがる。調査

前には、事にう土がްくら

れていたが、ຊདྷの地ද面のඪߴは

15.0～15.2mで͋る。現地ද下0.9̼

で、上層遺構として島畑̍基とそれ

にう溝ঢ়遺構̎を検出した（第

135ਤ上ஈ）。また、島畑の上面から

約̑Dm下͛て、下層遺構として溝

̍を検出した（第135ਤ下ஈ）。さ

らに約0.5̼下͛て下層遺構Ҏ前の

溝ঢ়をఄする落ちࠐみ等を確認した

が、これらにͭいては遺物の出土も

なく、遺構とஅఆできなかった。調

査面積は365㎡で͋る。出土遺物は

理ശにしてわずかに̍ശで͋る。

̚10区は、辺14̼、෯8.5mで、

ほ΅ۣ形のڱখな調査区で͋る。̚

９区と同༷、事にう土が認Ί

られたが、ຊདྷの地ද面のඪߴは

15.4̼で͋る。現地ද下1.2̼で、島

畑̍基とそれにうとਪఆされる溝

ঢ়遺構̍を検出した（第136ਤ）。

調査面積は115㎡で͋る。出土遺物

は認Ίられなかった。

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ۠̚̕

ౡാ1��（第135ਤ） ņ調査区のほ΅中ԝで検出した（)4ʵh9区ほか）。南北方向の島畑で͋るが、

南北྆は調査区֎となる。検出19.0̼、基部෯8.0̼、上面෯6.1̼、ߴさ0.6̼で͋る。島畑

上面のඪߴは14.1̼で͋る。島畑の上面では̎のૉ۷り溝を検出した（̨̙04・05）。ૉ۷り溝

は検出8.5～13.1̼、෯0.5̼前ޙ、ਂさ0.15̼で͋る。遺物は土器片が少量出土したのみで、ৄ

第135ਤ　̚９区遺構置ਤ（1/400）



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-øþÿ-

。な時期は不明で͋るࡉ

島畑102の　（第135ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

西ଆで検出した（)4ʵj10区ほか）。検出

10.7̼、検出෯4.3̼、ਂさ0.6̼で͋る。溝

ఈのඪߴは13.5̼で͋る。遺物は土器片が

少量出土したのみで、ৄࡉな時期は不明で

͋る。

島畑102の　（第135ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

東ଆで検出した（)4ʵH9区ほか）。検出

10.3̼、検出෯3.9̼、ਂさ0.5̼で͋る。溝

ఈのඪߴは13.5̼で͋る。遺物は土器片が

少量出土したのみで、ৄࡉな時期は不明で

͋る。

島畑102の上面か　（第135ਤ）�7̨̙ߔ

ら約̑Dm下層で検出した（)4ʵh10区ほ

か）。北にରして22°西にৼる。検出7.3̼、

෯0.4～0.7̼、ਂさ0.15̼前ޙで͋る。埋土

はփ৭シルτで͋る。遺物は土師器のࡼないしഋの破片が出土したが、খ破片のたΊ時期は不明

で͋る。

ᶄ̚1�۠

ౡാ1��（第136ਤ）　ڱখな調査区のほ΅શҬで検出した（)3ʵa24区ほか）。調査区がڱいた

Ίશ༰は不明で͋る。検出نは南北4.2m、東西0.9mで͋る。

溝ঢ়遺̨̙ߏ��（第136ਤ）　調査区の北部で検出した（)3ʵa24区）。調査ൣғがڱく、落ち

。等は不明で͋るنみを確認したのみでࠐ

ʢ̏ʣग़遺

̚９・̚10区ともに遺物の出土はඇৗに少なく、理ശにして̍ശにもຬたない。出土した遺

物としては土師器や須恵器などのࡉ片が少量出土したա͗ないたΊ、ਤ化にはࢸらなかった。

（筒井崇史）

第136ਤ　̚10区遺構置ਤ（1/200）
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̓ ɽਫ ओ ਆ ࣾ ౦ 遺 跡 第 ̒ ࣍

̍ʣ͡Ίʹ

ຊઅでは、平成26年に調査を࣮ࢪした水主神社東遺跡第６次調査の成Ռにͭいて報告する。

調査地点は̗̐区の̍か所のみで͋る。調査の݁Ռ、中世に形成された島畑を̎基検出した。ま

た、下層で縄文土器などが出土する୩地形を検出した。

̎ʣ̗ ̐۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

̗̐区は、北西辺27̼、南東辺56̼、෯13～16mの形ঢ়をఄする調査区で͋る。調査区の北

ଆには平成24・25年に調査を࣮ࢪした̖３区が、西ଆに̗̍～̗３区が位置する。調査前には

はおよそ15.6̼で͋る。現地ߴ事前の現地ද面のඪ。事にう土や地൫վྑが認Ίられた

ද下約1.7̼で、中世の島畑̎基や溝ঢ়遺構̍などを検出した（第137ਤ上ஈ）。また、島畑を0.6

̼ほど下͛ると弥生時代の溝や縄文土器などが出土する୩地形などを検出した（第137ਤ下ஈ）。

調査面積は590㎡で͋る。出土遺物は理ശで̐ശで͋る。

基ຊతな層ংを北西น土層அ面（第138ਤ）でઆ明すると、事用土をऔりআくと࡞ߞ土ない

しচ土とࢥわれるփന৭ૈཻ࠭やΦリーϒ৭中ཻ࠭、փΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃなど（̎～̐・16

～20層など）が堆積する。これらをআڈすると島畑と溝ঢ়遺構を確認した。島畑部では҉փ

৭ないし҉੨փ৭シルτ（22・23層）のްい堆積が͋り、島畑の土とࢥわれる。これらをআڈし

て࠷初期の島畑を確認した。また、溝ঢ়遺構の部ではΦリーϒࠇ৭やփ৭、Φリーϒփ৭をఄ

するཻ࠭ࡉۃ、シルτ、೪土の֤層（̑～13層）が堆積する。13層の下層で基൫層で͋るΦリーϒ

փ৭೪土（15層）を確認した。さらに島畑部の下層では、ޙड़する୩ঢ়地形に༝དྷする、҉փԫ

৭やࠇ৭、փ৭などのシルτないし೪土の層（26～39層）などの層ংが堆積する。

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ

ౡാ��ʢ̨̭��ʣ（第139ਤ）　調査区の西半部で検出した（+3ʵe10区ほか）。島畑30は平成25年

の̗３区で検出した島畑と同一の島畑とਪఆされる。島畑の一部を検出したにとどまり、検出

21.2̼、基部検出෯13.4̼、上面検出෯12.4mߴ、 さ0.5̼で͋る。島畑上面のඪߴは14.3̼で͋る。

島畑の上面でૉ۷り溝等は検出しなかった。遺物は少量の土器片が出土した。ৄࡉな時期は不明

で͋るが、中世前半で͋Ζう。

ౡാ��ʢ̨̭�1ʣ（第140ਤ）　調査区の東半部で検出した（+2ʵH25区ほか）。島畑の一部を検出

したにとどまり、検出8.9̼、基部検出෯11.1̼、上面検出෯9.8m、ߴさ0.4̼で͋る。島畑上

面のඪߴは14.4̼で͋る。島畑の上面でૉ۷り溝を̍検出した。ૉ۷り溝は検出4.3̼、෯

0.3̼前ޙ、ਂさ0.1̼で͋る。遺物は少量の土器片が出土した。時期は不明で͋るが、中世前半

とਪఆされる。

。調査区の中ԝで検出した（+3ʵh2区ほか）。南北方向にԆͼる　（第137ਤ上ஈ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ
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第137ਤ　̗̐区遺構置ਤ（1/400）

検出20.3̼、෯14.7̼、ਂさ0.5̼前ޙで͋る。溝ఈのඪߴはおよそ13.9̼で͋る。遺物は土師

器やנ器などのখ破片が出土した。時期は中世で͋Ζうで͋る。

ᶄԼ遺ߏ

島畑89の下層で検出した（+3ʵH1・H2区）。検出4.2̼、෯0.65̼、ਂさ　（第141ਤ）�4̨̙ߔ

0.05̼を測り、埋土から弥生土器のখ破片が出土した。北ଆに位置する̖３区の調査で検出した
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第138ਤ　̗̐区北西น土層அ面ਤ（1/100）

弥生時代の溝のԆ部に当たるとࢥわれる。

୩ঢ়1̫̣ܗ�（第137ਤ下ஈ）　/710は調査区の南半部で検出した（+3ʵi3区ほか）。/710は、

北東から南西にԆͼるઙい୩ঢ়をఄしており、検出16.4̼、෯11.8̼、ਂさ0.6̼前ޙで͋る。

この୩ঢ়地形の北ݞで縄文時代晩期の土器片が出土した。これらは遺構にうものではなく、ࣗ



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-øÿù-

第140ਤ　̗̐区島畑89平面ਤ（1/200）

第139ਤ　̗̐区島畑30平面ਤ（1/200）
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વ地形のࣼ面に堆積した遺物と

ਪఆされる。

（岡﨑研一・筒井崇史）

ʢ̏ʣग़遺

̗̐区では、島畑の検出や溝ঢ়

遺構の۷などで土師器や須恵

器、נ器などのࡉ片が出土した。

また、溝̨̙04では弥生土器のখ

破片が出土したが、ৄࡉな時期は

不明で͋る。さらに୩ঢ়地形̣̫

10の周辺で出土した縄文土器は、

いずれも、これまで下水主遺跡や

水主神社東遺跡で出土している縄

文時代晩期のತଳ文土器で͋る。

時期తには晩期ޙ༿とਪఆされ

る。いずれの土器はࡉ片のたΊ、

ਤࣔするにはࢸらなかった。

（筒井崇史）

第141ਤ　̗̐区溝̨̙04࣮測ਤ（1/50）

̔ ɽਫ ओ ਆ ࣾ ౦ 遺 跡 第 ̓ ࣍

̍ʣ͡Ίʹ

ຊઅでは、平成27年に調査を࣮ࢪした水主神社東遺跡第７次調査の成Ռにͭいて報告する。

調査地点は̙地区の̍か所のみで͋る。調査の݁Ռ、中世に形成された島畑を̎基検出した。ま

た、ৄࡉな時期は不明で͋るが、中層遺構として溝̍ほか検出した。さらに、下層遺構として

溝̍と不明遺構̍か所を検出した（第142ਤ下ஈ）。

̎ʣ̙ ۠ͷ調査

ʢ̍ʣ調査۠ͷ֓ཁͱجຊతͳং

̙地区は、南北51̼、東西෯28mのۣ形をఄする調査区で͋る。調査区の東ଆには平成25年

に調査を࣮ࢪした̖３区が位置する。新名神ߴ道路備事ۀが࢝まるҎ前からຊདྷの水田面

の上に2.5̼ఔの土が行われており、ࡐࢿ置きやறंとしてར用されていた。土Ҏ前

の水田面のඪߴはおよそ15.5̼で͋る。چ水田面下約0.7̼で、中世の島畑̎基や溝ঢ়遺構̍な

どを検出した（第142ਤ上ஈ）。また、島畑を0.2̼ほど下͛ると中層遺構として時期不明の溝を̍

と土坑ঢ়遺構̑基を検出した（第147ਤ）。さらに0.2mほど下͛るとやはり時期不明の溝̍を
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第142ਤ　̙地区遺構置ਤ（1/400）

検出した。なお、これまでの周辺の調査で確認されていた縄文時代の遺物は確認されなかった。

調査面積は1,280㎡で͋る。出土遺物は理ശで̍ശで͋る。

基ຊతな層ং（第144ਤ）は、調査前に置かれていた土をআڈすると、࡞ߞ土またはচ土と

அされるにぶいԫ৭ཻࡉ （࠭̎層）が確認できる。これらをআڈすると、東ଆで島畑を、西ଆで
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第143ਤ　̙地区東น土層அ面ਤ（1/100）

溝ঢ়遺構をそれͧれ確認した。島畑は土で͋るփ৭や明ԫ৭のシルτ（６・７層）をআڈする

と、࠷も古い島畑をにぶい৭ཻࡉۃ （࠭̔層）上面で検出した。̔層をআڈすると、中層遺構面

で͋るにぶい৭ཻࡉۃ （࠭12層）を確認した。これをআڈするとփΦリーϒ৭ཻ࠭ࡉۃ～シルτ

（20層）ないしփ৭ཻࡉۃ （࠭14層）の下層遺構面となる。一方、溝ঢ়遺構では҉փԫ৭ཻ࠭ࡉۃ

（̐層）やփ৭シルτ（̑・６層）などが堆積している。これらをআڈした溝ঢ়遺構のఈは明ԫ৭

ཻࡉۃ （࠭15層）となり、おおむね島畑ଆの下層遺構面にରԠしている。これらをআڈすると、基

൫層で͋るփ৭シルτ（16層）やփന৭シルτ（17・18層）が確認できる。
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第144ਤ　̙地区南น・北นน土層அ面ਤ（1/100）

ʢ̎ʣݕग़遺ߏ

ᶃ্遺ߏ

ౡാ111（第148ਤ）　調査区の東半部で検出した（*2ʵR14区ほか）。南北方向の島畑で͋るが、

南およͼ東が調査区֎となる。島畑のஅ面のঢ়گは、基ຊ層ংでड़たとおりで͋る。検出

33.2̼、基部検出෯8.6̼、上面検出෯5.8～7.2m、ߴさ0.5̼で͋る。島畑上面のඪߴはおおよ

そ14.6̼で͋る。島畑の上面では10前ޙのૉ۷り溝を検出した。ૉ۷り溝は検出12.2～32.0̼、

෯0.25～0.55̼、ਂさ0.1～0.2̼で͋る。島畑の時期をࣔす遺物はほとんどないが、溝ঢ়遺構など
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第145ਤ　̙地区島畑111平面ਤ（1/200）

からנ器の破片などが出土し

ていることから中世前半のもの

で͋Ζう。

ౡാ�7（ਤ൛第117） ņ̖ ３区

の調査で検出していた島畑で、

その東部を確認した（*2ʵo19

区）。部にஅちׂりを̐か所

設͚て、அ面؍を行った݁Ռ、

島畑の土等を確認することが

できた。島畑27を確認したൣғ

は、検出42.2̼、検出෯1.6̼、

さ0.3̼で͋る。島畑上面やૉߴ

۷り溝は検出していない。

　（第142ਤ）��̨̙ߏঢ়遺ߔ

調 査 区 の 西 半 部 で 検 出 し た

（*2ɻ p16区ほか）。南北方向に

Ԇͼる。土層の堆積ঢ়گは、基

ຊ層ংでड़たとおりで͋る。

検出43.6̼、෯13.6̼、ਂさ

0.6̼前ޙで͋る。溝ఈのඪߴは

およそ14.0̼で、北に向かって

わずかにくなる。遺物は土師

器等のখ破片が出土した。ৄࡉ

な時期は不明で͋るが、ଞの調

査区を同じく中世前半とਪఆさ

れる。

ᶄத遺ߏ

ߔ ̨ ̙��（ 第147ਤ ）　 島 畑

111の下層で検出した（*2ʵu15

区ほか）。検出6.6̼、෯0.7～

1.0̼、ਂさ0.1̼で͋る。北に

ରして28°前ޙ東にৼる。埋土

はփന৭ཻ࠭ࡉۃないしシルτ

で͋る。溝ఈは北西に向かって

している。遺物が出土していࣼ
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第146ਤ　̙地区島畑111上面検出ૉ۷り溝土層அ面ਤ（1/50）

ないたΊৄࡉな時期は不明で͋る。ຢ、周辺の調査でも同じような埋土の遺構は確認していない。

̨̙23はޙड़する̨̙30よりも上層で、島畑Ҏ前に位置づ͚られる遺構で͋る。

ঢ়遺�4̨̠ߏʙ��（第147ਤ）　島畑111の下層、上ड़の溝̨̙23の南ଆで検出した（*2ʵ

W14区ほか）。当初は、溝ঢ়の遺構と考͑たが、明ྎに溝ঢ়をఄするものは少なく、土࣭のҧい

のがりとしてѲできたことから、土坑ঢ়遺構として報告する。土坑ঢ়遺構は不形な形ঢ়を

ఄし、փന৭ཻ࠭ࡉないしシルτを埋土としている。島畑111の南半部にݶって認Ίられること

から、島畑造成時の地や土の一部で͋るՄੑがߴい。एׯの遺物が出土したが、ৄࡉな時

期は不明で͋る。

ᶅԼ遺ߏ

調査区北から島畑111の北西۱か͚て検出した（*2ʵp15区ほか）。検出　（第149ਤ）��̨̙ߔ

13.3̼、෯0.4～0.5̼、ਂさ0.2̼前ޙで͋る。埋土はΦリーϒࠇ৭シルτで͋る。北にରして

55°東に߱っており、̨̙30そのものはわずかに、ऄ行しながら৳ͼている。遺物が出土してい

ないたΊৄࡉな時期は不明で͋る。しかし、̨̙30は、これまで周辺の調査で検出した弥生時代

。いߴしており、この時期のՄੑがࣅに類܈期から古墳時代前期にか͚ての溝ޙ

ෆ໌遺�1̨̭ߏ（第142・148ਤ）　調査区の西辺、島畑27の部にॏෳして検出した（*2ʵr19

区ほか）。南北4.5̼、東西2.0̼の土坑ঢ়の落ちࠐみで͋る。土৭のม化が認Ίられたものの遺構
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第147ਤ　̙地区中層遺構置ਤ（1/100）、検出遺構土層அ面ਤ（1/50）

のੑ֨や時期等は明らかにできなかった。

ʢ̏ʣग़遺 

̙地区では、1,200㎡とൣғに調査を行ったものの、ॏ機の۷中や島畑の検出、ૉ۷り溝

の۷、溝ঢ়遺構の۷などで͝く少量の土師器や須恵器、נ器、ಃ器などのࡉ片が出土したに

とどまり、ਤࣔするまでにはࢸらなかった。中層遺構や下層遺構でも、ほとんど遺物が出土せず、
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第148ਤ　̙地区不明遺構̨̭31࣮測ਤ（1/50）

第149ਤ　̙地区溝̨̙30࣮測ਤ（1/200・1/50）

な時期を明らかにすることはできなかった。    　　（筒井崇史）ࡉৄ
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̕ ɽ૯ ׅ

新名神ߴ道路備事ۀの城陽+$T・*$の建設にう下水主遺跡・水主神社東遺跡の発۷調査

は、平成23年にணखし、平成27年に現地での調査をऴྃした。そのޙ、理ۀ࡞をܧଓして

行をもって同ץ行してきたとこΖで͋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۷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・水主神社東遺跡の発۷調査の報告書としては

̐冊に当たり、城陽+$T・*$の建設にう発۷調査の報告書としては࠷ऴの報告書で͋る。ຊ

報告書では、調査ର地の中ԝ部から北部にか͚て設ఆした下水主遺跡̙・̝～̡・̣地区と、

西部に設ఆした水主神社東遺跡̗・̙地区をରとする。今ճ報告する調査区の面積を合ܭする

とおよそ̎ສ㎡にୡするものの、検出した遺構のや出土した遺物の量はܾしてଟくない。しか

し、そのようなঢ়گに͋っても、ຊ書で報告したように、ॏ要な成Ռを上͛ることができた。Ҏ

下では、૯ׅとして今ճの調査で、特筆すき成Ռの͋った縄文時代ならͼに弥生時代ऴ期の

遺構・遺物にͭいてएׯの検౼をՃ͑ることとしたい。また、一࿈の調査においてରとなった

̎遺跡の時期別มભにͭいて、h 京都府遺跡調査報告集 （ɦҎ下、h 報告集ʱとུする）第173冊で

もड़たとこΖで͋るが、ຊ書での調査成ՌをՃ͑て、վΊて報告することにした
ㅭ ㉅ 2 0 ㅮ

い。なお、新

名神ߴ道路備事ۀにう下水主遺跡・水主神社東遺跡の発۷調査は今ޙຊઢ部をରとし

た調査にҠ行する予ఆで͋る。       　　（筒井崇史）

̍ʣࢁҬʹ͓͚ΔԼਫओ遺跡ɾਫओਆࣾ౦遺跡ͷೄจ࣌集མͷҐஔ͚ͮ

ʢ̍ʣೄจ࣌ʹ͓͚Δ遺跡ͷ༷૬

新名神ߴ道路備事ۀにう一࿈の調査では、下水主遺跡-地区の氾濫流路で大量の縄文晩

期中༿の土器が出土したのをはじΊ、ଟくの調査区で縄文時代の遺物が確認されており、下水主

遺跡や水主神社東遺跡の縄文時代の༷૬が明らかとなりͭͭ͋る。ここでは出土遺物のධՁを行

い、これまでの調査でಘられた報をもとに南山城地Ҭにお͚る縄文時代の下水主遺跡・水主神

社東遺跡の位置づ͚を行っておきたい。

これまで出土した遺物の中で࠷も古いのは下水主遺跡̡地区で検出した氾濫流路から出土した

土器܈で͋る。̡地区で検出した流路は木から氾濫原に向かう氾濫流のਁ৯によって形成さ

れたいわΏる氾濫流路で͋ることがࢦఠされている。すでに報告した̡̎区で検出した氾濫流路

̧̣60と今ճ報告した氾濫流路̧̣42は間ܽతに発生する洪水によるਁ৯と土࠭のॆరをزも

ड͚ながら埋積がਐ行したもので͋るとされる。̧̣42は、̡̎区では෯10̼前ޙで、ଟ量の木

60Dmを上ճるような大木もみられた。今ճ報告ܘ化石や২物遺ମが堆積しており、中にはࡐ

した氾濫流路はこの流路のԆに͋たる部で͋り、流路中からはغされたと考͑られる土器

が大量に出土した。ただし、今ճの調査で検出した遺構は氾濫流路とその周辺の落ちࠐみのみで、

用痕跡Ҭは検出されなかった。しかし、出土土器は器นのຎ໓が少なく、εε・コή等のॅډ

もݦ著にること、石器組成からݟても石֩やṞ片がଟく認Ίられること等から、ॅډҬがۙ
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に存在したՄੑはߴいと考͑られる。

今ճ出土した土器は遺物報告の項ですでにड़たように、おおむね晩期中༿～ޙ༿にଐするも

ので͋る。また、出土層位もよくまとまっており、流路からの出土とはい͑、͋るఔݶられた

時間内にغされたࢿྉで͋るとい͑る。࠷下層の̧̣42からは࠷もଟく遺物がಘられているが、

ਂുの中にೋತଳ文をͭ࣋ものをؚまず、ઙുではٯくのࣈঢ়ޱԑをも̖ͭ類を主ମとしてい

ることから、その中৺はತଳ文̎期前半と考͑られる。しかしながら、ਂുの中にはᶘ類とした

も認Ίられ܈した一լཬᶙ̱式తな༷૬を࣎もܽくࠁԑ部のޱ、ᰍ部のತଳをもたずにޱ

る。ઙുの中でも、ޱԑ部の内֎面にತଳをͭ࣋ઙു̘̰類などはತଳ文̍期とされた東大ࡕ市

َ௩遺跡̝地点中・上層などで認Ίられる、やや古૬のଐੑをもͭものとしてとら͑ることがで

きる。したがって、̧̣42出土土器はತଳ文̎期前半を中৺としͭͭも、その前ஈ֊のತଳ文出

現期の༷૬をす土器も少量ؚむ土器܈としてとら͑ておきたい。

なお、̧̣42からは土器だ͚でなく遮光器系土偶の部も出土した。関西にお͚る遮光器系土

偶の類例は࣎լཬ遺跡やࣰ原中町遺跡などにͭいで̑例で͋るが、今ճ出土した土偶はོىଳ

第150ਤ　縄文土器出土地点ਤ（1/8000）
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第151ਤ　山城地Ҭにお͚る縄文時代晩期中༿の主要遺跡ਤ（1/250,000）
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をషり͚ることによって০をࢪしており、これまでのとこΖ西日ຊで類例は認Ίられない。

したがって、時期を別する積ۃతなࠜڌをܽくが、上ड़のいずれの遺跡もޙ期中༿Ҏ前に位置

づ͚られることから、土偶の年代も̧̣42出土土器の前半部との点を考͑ておきたい。

̧̣42の上層ではࣗવ流路̧̣38を検出しており、その埋土中からもまとまって縄文土器が出

土した。̧̣38から出土したਂുはほ΅すてがᶗ類で͋り、ತଳのஅ面形ঢ়が三֯形でషり

͚位置もޱԑ部上ୀしたものがଟくؚまれる。ತଳのషり͚位置が上ୀしたものは山城地

Ҭのなかではತଳ文̍期にもؚまれることが͋る要ૉで͋り、時期を新しくするࠜڌとはならな

いが、わずかながら部とޱᰍ部のڥにತଳঢ়のོىないしషತଳをもͭೋತଳ文ਂുの

Մੑが͋る破片も出土しており、ઌड़の̧̣42よりもܕ式ֶతにޙ出する要ૉを備͑ていると

みてよかΖう。このことはઌड़のとおり、遺構のॏෳ関からも࣋ࢧされる。したがって、̧̣

38の土器はತଳ文̎期ޙ半に位置͚ておきたい。̨ ̭40は̧̣42よりも上層で検出されており、

̧̣42とは一部ซ存しͭͭもޙ出するもので͋る。ೋತଳ文ਂുをؚまず、֎面に痕をす

ਂുがଟいなど、̧̣38とはਂുの組成にはҧいが認Ίられるが、ઙുの構成はほ΅ڞ通する。

Ӊ࣏市寺界道遺跡など南山城地Ҭのほかのࢿྉをࢀ考にすると、ೋತଳ文ਂുのఆணの合い

などਂുの༷૬には遺跡ຖのҧいが大きい。このことからも、̧̣38とは大きく年代ࠩの͋るࢿ

ྉではないと考͑、同༷にತଳ文̎期でもޙ半部に位置͚ておきたい。

ತଳ文̍～̎期前半の土器が出土しているのは現在までのとこΖ̡地区のみで͋り、この時期

が下水主遺跡周辺でॅډҬが形成され࢝Ίた時期と考͑られる。それにଓくತଳ文̎期ޙ半から

３期の土器は遺跡地内のいൣғで出土するようになり、晩期中༿Ҏ߱にこの地Ҭでܧଓతに

く土地ར用が行われたことをうかがうことができる。

Ҭが検出されているなどのॅډໆҎ南の木流Ҭでは、晩期Ҏ前は城陽市山遺跡でڊچ

事例は͋るものの、晩期前半までは向日ٰྕ周辺や京都ຍ地北東部とൺて遺跡のଟՉは明ന

で͋った。いっΆう晩期中༿Ҏ߱になると、ࠤ山遺跡、ࠤ山ೌ垣֎遺跡等新たな集落の出現をう

かがうことができ、この時期にڊໆ南؛を中৺に木流Ҭ地部のࢤ向がڧまったという

ことを想ఆすることができる（第151ਤ）。このような向は木流Ҭにݶったことではなく、

山城地ҬશҬでうかがうことのできる向で͋り、下水主遺跡もそのようなഎܠのもとొした

新たな地部の集落のひとͭで͋るとධՁすることができるだΖう。

ʢ̎ʣ֯ રੴΛଟྔʹؚ༗͢Δثʹ͍ͭͯ

今ճ出土した土器のなかには土中に֯ર石をଟ量にؚ༗し、҉৭の৭調をఄする土器、い

わΏる生ۨ西産とされる土器が一ఆؚまれていた。この種の֯ર石をଟ量にؚむ土器は、縄

文時代にはݶられた時期にҬにするようになる現がࢦఠされており、特にૣ期から前

期初಄やޙ期の北ന上層式、晩期の原式などではそのൺが著しくߴにな
ㅭ ㉅ 2 1 ㅮ

るという。ઍ

༿๛は京都ຍ地の縄文遺跡のੳを行う中で、֯ર石をଟ量にؚむ土器の存在にも৮れ、晩期に

ͭいては、遺跡͝とで著しくそのൺがҟなることから、ઌਐ地Ҭで͋ったՏ内とのަ流合い

のૈີのөで͋るとઆ
ㅭ ㉅ 2 2 ㅮ

く。݈一は֯ર石ଟ量ؚ༗土器が縄文時代の特ఆの時期にඇৗにߴ
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いׂ合で出現することをࢦఠし、弥生時代Ҏ߱のようにՏ内地Ҭからの一ݩతな土器のൖೖは想

ఆしがたいことをじた。そして、これまで֯ર石をଟ量にؚむ土器が出土した合、それはແ

検ূにՏ内の生ۨ西地Ҭからのൖೖ品で͋ったとஅされてきたが、それとはҟなり、೪土の

ૉ地やࠞࡎといった原ྉࣗମがҠಈしたՄੑが͋ることをࣔし、その産地にͭいてもՏ内だ

͚でなくほかの地Ҭも想ఆするඞ要が͋ることをࢦఠした。のࢦఠはૣ期の土器を中৺にな

されたもので͋り、晩期の土器にରしても同じようなഎܠを想ఆすることができるのかどうかは、

ࣗでड़ているように別のٞがඞ要になΖう。しかし、これまで考͑られてきたようにՏ内

との一ݩతな関を想ఆすることに࠶考をഭるՄੑをࣔしたという点でॏ要なで͋る。

今ճ出土した土器のなかにもこのような֯ર石をଟ量にؚみ、土が҉৭をఄする土器がશ

ମの半ほど存在した。上ड़のように、縄文時代の特ఆの時期にこの種の土器がଟ出する遺跡が

出現することはすでにࢦఠされてきたことで͋るが、晩期の中でもತଳ文３期、原式の土器の

中に֯ર石ଟ量ؚ༗土器がߴいൺで出現することがࢦఠされてきたఔで、ತଳ文出現期に関

してはৄࡉに検౼されてこなかった。したがって、ຊではまず、༷૬をѲするたΊのֻか

りとして量తなσータのఏࣔに主؟をおくこととしたい。なお、土ੳの݁Ռから、ۙـ地

方の֤地Ҭにみられるこのような土をͭ࣋土器は؟で֯ર石で͋ると認ఆした߭物の在り方

がҟなる合が͋ることがࢦఠされてい
ㅭ ㉅ 2 3 ㅮ

るが、ຊでఏࣔするのは、؍؟による所ݟで͋る。

また、量のࢉ出においては破片を͑上͛る方法を࠾用したが、ଟ量の土器が出土した̧̣

42ではޱԑ部が存する破片のを、そのଞの遺構ではࢿྉを୲อするたΊ、ޱԑ部がܽଛし

ていてもޱᰍ部と部のڥの۶ۂ部など部位がわかるものに関してΧンτした。ີݫな合関

考値で͋ることは記しておきࢀମの同ఆは行っていないたΊ、今ճの量はݸの検౼ないし

た
ㅭ ㉅ 2 4 ㅮ

い。

まず、もっともまとまって土器が出土した

̧̣42でのൺをみておくと、ޱԑ部が確認

できた153点のうち25点、ൺにすると16ˋ

が֯ર石をଟ量にؚ༗する土器で͋った。そ

の内༁はਂുで20ˋ、ઙുで７ˋで͋り、ਂ

ുの方がߴいൺをࣔすものの、ಥ出したൺ

とはなっていない。次に、̧̣42の上層の

遺構で͋る̧̣38およͼ周辺の落ちࠐみ̨̭

40、̨̭43出土土器にお͚るൺをݟてみよ

う。それͧれશମにΊるൺは

̧̣38　52 （̀ਂു47ˋ、ઙു67ˋ）

̨̭40　67 （̀ਂു43ˋ、ઙു75ˋ）

̨̭43　26 （̀ਂു17ˋ、ઙു80ˋ）　　　

で͋る。この中でをҾくのは̧̣38、̨̭ 第152ਤ　遺構͝との֯ર石ؚ༗土器のൺ
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40のൺのߴさで͋り、特にઙുは֤遺構ともに60ˋҎ上とҟৗなߴをࣔしている。なお、̨

̭43のઙുのൺがߴくදれているのは、第153ਤ７にࣔしたઙുが̐破片から構成されている

からで͋り、࣮ 、ମとしてはൺはಥ出した値はࣔさないものと考͑られる。したがってݸのࡍ

遺構શମのൺからみると、組成の半Ҏ上をΊる̧̣38およͼ̨̭40と、૬ରతにൺの

い̧̣42と̨̭43の̎者が存在し、さらに前者ではઙുの中で֯ર石ଟ量ؚ༗土器のΊるׂ合

がۃにߴいとい͑る。このࠩҟが遺構ຖの土器༷૬のҧいにى因するものなのか、もしくは前

અでड़たようなएׯの時期ࠩによるものなのかにͭいてはなお検౼がඞ要となΖう。

そこで、֯ર石をؚ༗する土器にͭいてややৄࡉに検౼していくことにしたい。まず、ൺの

かったઙുにͭいてみてみよう。それͧれの遺構にお͚る֯ર石をؚむઙുをࣔしたのが第ߴ

153ਤで͋る。量తに҆ఆした̧̣42でそのൺをݟてみると、ઙു̖・̗類が組成の71ˋを

Ίるが、その中で֯ર石ଟ量ؚ༗土器は存在しない。ଞ方、組成の中では少で͋る̘類や̙類、

̚類は֯ર石をؚ༗する土で製࡞されたものが75ˋで͋り、શମ量のଟՉをわな͚ればその

ҧいは明確となる。このઙു̘・̙類と֯ર石ؚ༗土器とのੑは̧̣42Ҏ֎の遺構において

も同༷にऔされる。ਫ਼ྑな土をも̘ͭ類では３ܘmmをすような大ཻの֯ર石はؚまない

ものの、খཻの֯ર石をؚ༗するൺが著しくߴい。これは器面のϛΨΩ調のࡍに大ཻの֯ર

石はআڈされているものの、ຊདྷతには、֯ર石をଟ量にؚんだ土で製࡞されていたのか、も

しくは֯ર石ଟ量ؚ༗土器とはҟなったഎܠのもとに製࡞されたのかという点に関しては検౼の

༨地がるが、ઙുにͭいては֯ર石のؚ༗とܕ式の間に一ఆの૬関が認Ίられると考͑てよ

いだΖう。ਂുにͭいては、ઙുのように、ຊ書にお͚る器形の類との間に明確な૬関関は

認Ίられない。ただし、器面にೋຕによる痕を֎面にすものに関しては֯ર石をଟ量にؚ

༗する土で製࡞されているൺがߴいということはݴしておこう。

次に、京都府内のほかの遺跡の༷૬をݟていきたい。まず、同じ木水系に位置するޚٱ山

町ࠤ山ೌ垣֎遺跡では̨̙229からತଳ文̍期にଐする土器܈がଟ量に出土しているが、報告書

の記ड़にґڌするならば、֯ર石をؚむ土器は118点中̎点にա͗
ㅭ ㉅ 2 5 ㅮ

ず、ൺにすると̎ˋにもຬ

たない。̎基の土坑からತଳ文̎～３期のա渡期に位置͚られる土器がまとまって出土したӉ

第153ਤ　֯ર石をؚ༗するઙു
̎～̑：̧̣42　̍：̨̭40　６・̔：̧̣38　７：̨̭43
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ఠされておࢦ市寺界道遺跡でも֯ર石をؚむ土器の量は͝くわずかで͋ることが࣏
ㅭ ㉅ 2 6 ㅮ

り、同じ南山

城地Ҭでは同じような向をࣔす遺跡はこれまでのとこΖݟ当たらない。ややൣғを͛、京都

府内のঢ়گをݟると、京大構内̨̠33など、֯ર石ଟ量ؚ༗土器がほとんど存在しない遺跡が

͋
ㅭ ㉅ 2 7 ㅮ

る一方で、ܲף井遺跡ではそのൺは６ׂۙいことが報告されており、今ճの下水主遺跡と同

じようなൺをࣔす。また、南୮地Ҭにおいても、ತଳ文３期に下るࢿྉでは͋るが北金ذ遺

跡̨̙0
ㅭ ㉅ 2 8 ㅮ

1では58ˋと下水主遺跡と同じようにߴをࣔす遺跡が存在する。このように、同時期の

同一地Ҭ内のࢿྉで͋ってもそのൺには大きなҧいを認Ίることができる。ཏతに類例を検

にൺ例してそڑऔ地と考͑られる地Ҭからの࠾することができたわ͚ではないが、֯ર石のࡧ

のൺがҠతにਪҠするわ͚ではなく、点తにそのような遺跡がするঢ়گで͋る。下水主

遺跡の༷૬をݟると、特ఆのܕ式、もしくは調の特をもͭものと֯ર石ؚ༗土器との間に؇

やかな૬関関が認Ίられ、それらの土器にͭいてނ地からのൖೖで͋ると考͑ることもՄで

͋Ζう。しかし、量తには前ޙの時期の土器のൖೖとൺても明らかにҟ࣭で͋り、さらに

Ҭにこの種の土器がみられるということにؑみると、そのഎܠを୯に土器を͑ܞた人間のҠಈと

考͑ることもඞずしもద当ではないようにࢥわれる。

ຊདྷならばۙـ地方にお͚る༷૬を理した上で当遺跡の位置づ͚を行うきで͋Ζうが、ຊ

報告では当遺跡にお͚る֯ર石ଟ量ؚ༗土器のൺのσータのఏࣔのみを行うことにしておき、

今ޙのఏىとしておきたい。

̎ʣੜ࣌ऴظͷԼਫओ遺跡ʹ͍ͭͯ

ʢ̍ʣɹੜ࣌ऴظͷ遺ߏʹ͍ͭͯ

弥生時代の下水主遺跡では、前期の土器はこれまで出土していないものの、中期中༿に遺物が

で遺構、遺物がすີߴいൣғにわたって半からऴ期にはޙするようになり、中期ݟࢄ

るようになる。とくに、̗ 地区では؛ޢされた溝から当֘期の土器、木器がଟ量に出土しており、

その位置͚とධՁはʰ京都府遺跡調査報告集ʱ第173冊ですでに行ったとこΖで͋る。弥生時

代の下水主遺跡の૯ׅతなධՁに関しては第173冊にৡることとし、ຊ書では今ճ報告した地区

およͼその周辺の遺構にͭいて、ଞ地Ҭの事例等にಋかれͭͭその位置づ͚を考͑ることでまと

Ίにか͑たい。

ຊ書ࡌܝのなかで弥生時代の遺構と考͑られるのは̟地区の̨̙04、̝地区の̨̙25とその関

࿈遺構、̝地区南から東̘地区にか͚てଟくみられるࣼ行溝܈、̙地区の̨̙41等が͋り、島

畑の造成がٴんでいない、もしくは島畑の上面で検出されたਂのਂい遺構が中৺となる。ؼଐ

時期は弥生時代ޙ期から一部古墳時代前期におよんでおり、その֓要は第154ਤにࣔしたとおり

で͋る。

̝地区の̨̙25、̙地区の̨̙04からは、機時の土器の量がۇ少で͋ったが、ともにଟ量の

木ࡐが出土した。その組成は類ࣅしており、྆遺構とも、製品は建ங部ࡐが主ମをΊ、શମత

にՃ痕跡にしい木ࡐがଟい。ともに南東から北西に木に向かって۷されていることや、



京都府遺跡調査報告集　第 øþû冊

-øĀÿ-

第154ਤ　弥生時代ऴ期の下水主遺跡（1/2,500）

周辺の調査区では同じような大きいنをもͭ溝がະ検出で͋ることなどをצҊすると、྆者は

一ମの遺構で͋ったՄੑがߴい。なお、今ճの調査成Ռをड͚てこれまでの周辺地区での調査

成Ռを࠶検౼した݁Ռ、̝地区の南東の調査区で͋る24号̘地区では、島畑の上面に෯３̼ほど

の溝ঢ়の土৭ม化がݟられることが明した。調査中のஅちׂりでもݦ著な遺物は出土しておら

ず、ࣗવ流路で͋ったと報告したが、これまでの調査成Ռから૯合తにஅすると、このࣗવ流

路ঢ়の土৭ม化が̨̙25の南東のԆ部に૬当するՄੑがߴい。したがって、この一࿈の溝

は第154ਤにࣔしたように̟地区の̨̙04、̝地区の̨̙25にଓし、そのままઢతに南東方

向にԆ৳していたので͋Ζう。その෯は࠷大でも̼̐ほど、ਂさも1.5̼ほどとそれほど大きな

、形をఄするなど、ࣗવ流路ではなくٯではないが、ઢతに۷られており、அ面形ঢ়もن

人తに۷された遺構と考͑る。

̙３区では෯7.5̼を測る̨̙40が検出された。̨̙40も、検出した地区ではઌड़の̨̙04・
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25とほ΅ฒ行して۷されており、そのԆは̚地区を通り、西流したものと考͑られる。̚地

区ではখنな調査区がଟく、調査時には明確に島畑の下層に遺構の存在を認ࣝすることができ

なかったが、̚３地区で検出した島畑50の北東۱で検出した落ちࠐみが、̨̙40のԆの溝の南

̨、られずݟに͋たるものと考͑て大աないだΖう。また、̑̚・６区ではそのような遺構はݞ

̙40は̑̚区と̚６区の間を通աして̚３・̐区にଓしていたものと考͑られる。

上ड़の̎ຊの෯̼̐Ҏ上のنをもͭ溝のほかに、খنな溝܈をଟく検出した。̠地区の̨

̙35や̝地区の̨̙90、それにଓすると考͑られる東̘地区のখنな溝܈も基ຊతには北に

ରして西に40～60°ৼった主࣠を࣋っており、̨̙25や̨̙04と方位をほ΅同じくする。これら

は遺跡の南東ଆのඍߴ地から、木向かって流れるような溝で͋ったと考͑られよう。

これらの溝܈のؼଐ時期をいま一、出土土器から理しておこう。࠷も古૬をࣔす遺物がؚ

まれるのは̙３区の̨̙40で͋る。ᙈは弥生形ᙈの系౷をしながらもޱԑ部の形ଶにはঙ内形

ᙈにӨڹをड͚たᙈがؚまれており、ࠤ山ᶘ式前半に中৺が͋ると考͑られるが、খ形ؙఈുな

どもؚまれているたΊ、下ݶはࠤ山ᶙ式前半までの時間෯を考͑ておくඞ要が͋るだΖう。ࠤ山

第155ਤ　֤遺構のؼଐ時期
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ᶙ式前半は今ճ報告する地区の中৺となる時期で͋り、̨ ̙04はࠤ山ᶘ式ޙ半からࠤ山ᶙ式前半、

খنな溝܈は出土遺物が少ないがࠤ山ᶙ式前半の年代が༩͑られよう。一方、̝地区の̨̙25

は機時の遺物はࠤ山ᶘ式にଐするもので͋るが、ഇઈ時の遺物はࠤ山ᶘ式ޙ半にൺఆされ、こ

の時期にはいったん埋Ίされたと考͑られる。ઌにड़たように、̨̙04と̨̙25は出土遺物

の内༰、流れの方向などから一࿈の遺構で͋ったと考͑られるが、̨̙25の方がઌ行してഇઈさ

れたこととなる。したがって、これまでの調査成Ռのみでは明らかにすることはできないが、̨

̙04が24号̘地区の方向よりઢతにԆ৳しており、̨̙25はややऄ行するように۷られたࢧ

流తなੑ֨で͋ったՄੑもされているということをݴしておきたい。

今ճ検出した中で、̝地区で検出した̨̙25を中৺とする遺構は、その構造や出土遺物、ഇઈ

のঢ়گからみて特తで͋った。܁りฦしになるが、その出土遺構の֓要ͭいて؆୯にड़てお

こう。̨̙25のຊ流は、෯̑～６̼、ਂさ約1.5̼をはかる、அ面が؇やかなٯ形ঢ়をఄする

溝で͋る。ただし、これは検出面からのܭ測で͋り、機時には、これよりも෯、ਂさともに大

きかったことは想૾にくない。溝のຊ流の南؛には、溝ঢ়遺構にऔりくଐの遺構を検出し

た。溝よりもઙく۷られたାঢ়の平面形ঢ়をもͭ̎̍ݸରの土坑（̨̭43・44）は̨̭27をڬんで

ほ΅ઢର称に構ஙするҙਤをうかがうことができる。ଟ量の木ࡐ等がఈに堆積していた溝のຊ流

とはҟなり、この土坑からはৄしい用ঢ়گをࣔすような遺物は出土していないが、堆積土のঢ়

から、土坑内部には水、流水が͋ったことがஅされる。また、̨̙25と̎基の土坑のଓگ

部は෯がڱくなっており、̨̙25と̨̭43のଓ部には土、͋るいは地山を۷りすことによ

って土खが࡞り出されていた。この構造は、第156ਤのように、̨̙25に流れる水が少ないとき

には機しないものの、水量がଟいときにはຊ流からΦーόーϑϩーした水が一ఆཷまるような

構造となっている。すなわち、̨̙25の南؛に۷られた̨̭43・44の̎基の土坑は、存してい

第156ਤ　溝̨̙25の機式ਤ
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た下部構造からのਪ測になるが、̨̙25からऔ水した水をཷΊておくたΊのࢪ設で͋ったと考͑

られる。この̎基の土坑を、̨̙25の溝ఈで検出した土坑と区別して「集水土坑」と仮称してお

こう。

溝と土坑ঢ়の構ங物をར用することによって水をಘるࢪ設は弥生時代ޙ期Ҏ߱のۙߐ南部地Ҭ

で事例が報告されており、ড়水ࢪ設として機していたことがࢦఠされてい
ㅭ ㉅ 2 9 ㅮ

る。例͑ば、ҏ遺

跡ではࣗવ流路にऔりいた土坑に水をཷΊ、そこからΦーόーϑϩーした水をさらに別の土坑

にཷΊてড়水をಘるという構造の遺構が報告されている。同じような機を発లさせた構造の遺

構はۙߐ南部では༄遺跡や下֡遺跡でもͭݟかっており、このۭ間でড়水を用したࡇが行わ

れたՄੑがࢦఠされている。今ճ検出した遺構は存ঢ়گには恵まれないものの、上ड़のよう

な類例から、一ఆ量の水をಘるతや、溝の水位を調અすることによって水流を調するׂ、

͋るいはড়水ࢪ設としてのׂ等も想ఆすることができるだΖう。

また、溝ఈには土坑が۷りࠐまれていたが、上ड़のように考͑たとき、その存在はࣔࠦతで͋

る。溝ఈに۷られたૉ۷りの土坑は溝ఈからのਂさが̼̍Ҏ上にもおよͼ、水流によってりこ

まれたԜみのようなものではなく、ҙਤతに۷りࠐまれた遺構で͋る。この「溝ఈ土坑」の類例

を検ࡧすると、࠭ట等を఼させるような、いわΏる࠭ట఼Ϛεが想ىされる。例͑ば、ઌに

ড়水遺構の類例としてఏࣔした࣎լݝの༄遺跡では溝ఈに۷られた̎基の大ܕ土坑が検出されて

おり、流木やΰϛを下させる機が͋ったと報告されている。同時期の᠄向遺跡でも同じよう

に溝ఈに۷られた「集水Ϛε」と報告される遺構が検出されてい
ㅭ ㉅ 3 0 ㅮ

る。᠄向遺跡で検出された集水

Ϛεには൘がうちこまれており、ݎ࿚さや構造のෳࡶさからすると今ճ検出したものとҟなっ

ているものの、構造としては類ࣅしておりࢀ考にはなΖう。

いまいちど、̝地区のそれͧれの遺構の位置関を確認しておくと、溝ఈの土坑は、溝と集水

土坑のଓ部、すなわちऔ水ޱに͋たる部のわずかに上流ଆに۷されている。̨̭43・44に

集水のతが͋ったという仮ఆに一ఆの֖વੑがಘられるならば、溝ఈ土坑にはઌड़の遺跡で想

ఆされているように、ড়水のたΊに࠭ట等を఼させる機がٻΊられたと考͑ることもՄで

͋る。なお、下水主遺跡の溝ఈ土坑はްさ̼̍にもなる੨փ৭೪土層をӽ͑て࣭࠭層まで۷りൈ

いており、調査時から༙水が認Ίられた。溝ఈ土坑には上流から流れてきた࠭టを఼させるだ

͚でなく、༙水による水をಘることをҙࣝしていたということもे考͑られる。

Ҏ上のことから、下水主遺跡では溝のଐࢪ設で͋る「集水土坑」と「溝ఈ土坑」の̎者のセ

οτが一ମとなって構ஙされていたと考͑られる。上部の構造はޙ世の島畑の造成によって大き

く平されており、そのੑ֨やతにͭいてඞずしも確ݴすることはできないが、溝からΦーό

ーϑϩーした水を土坑にཷΊ、水をಘることをతとした構造物で͋ったとղऍしておきたい。

また、溝およͼ土坑のഇઈ時には、遺構を人ҝతに埋Ίしたのちに、形のঙ内形ᙈが置

されていた。これらのᙈは遺構ഇઈの時期をతにりうるࢿྉで͋るとともに、その土器の

ഇغঢ়گがたんにغされたのではなく、ঙ内形ᙈを溝のઙい部にฒて置していたঢ়گを

෮ݩすることがՄで͋る。遺構の特ҟੑにؑみても、遺構のഇઈにࡍしてなんらかのّྱతな
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行ҝが行われたと考͑ておきたい。

Ҏ上、̝地区を中৺に今ճ検出された弥生時代ऴ期から古墳時代前期の遺構の位置づ͚を考

͑た。܁りฦしになるが、島畑造成により、遺構の平面ϓϥンからਪ測しな͚ればならなかった

こともଟく、遺構のੑ֨にͭいて今ճの調査成Ռからಘた報のみで෮ݩすることはしい。特

に̝地区周辺ではこれまでのとこΖ当֘期の明確なॅډҬは検出されておらず、遺跡の南ଆの̗

地区などとൺて遺構・遺物のີがߴいとはݴいい。現ஈ֊では積ۃతなධՁをすることは

しいものの、用ঢ়گおよͼ特ҟなഇઈ時のঢ়گからは、このۭ間そのものがॅډҎ֎のなん

らかのతをҙਤしてར用されていていたことはेに考͑られることで͋る。いずれにせよ今

ճの調査区だ͚ではこれらの遺構のશ༰は明らかにしがたい。今ޙ周辺の調査が行われるࡍには

土地ར用の方法もؚΊ、ҙして検౼されるきで͋Ζう。

ʢ̎ʣํ ߹ͤΛΊ͙ͬͯܗ

今ճの調査では̙地区、)地区からଟくの木ࡐが出土した。そのなかには建ங部ࡐを中৺に少

なからず製品がؚまれていたが、そのなかでも方形の木製品が組み合ったまま出土したことは特

筆すき成Ռで͋る。この木製品は、͋る部ࡐのຊདྷతな原形をほ΅していると考͑られ、同

༷の木製品がここまでྑなঢ়ଶで存しているものはこれまでほとんどられてこなかった。

ຊでは、同じような構造をͭ࣋木製品の類例をఏࣔし、下水主例とのڞ通点・૬ҧ点をந出す

ることによって、ຊ木製品のもͭҙຯにͭいて考͑るֻかりとしたい。

この木製品のࡉ部の特は遺物報告の項に記した通りで͋るが、基ૅతな報のみ理してお

こう。ଆ൘にはさ̔Dmఔの間ִで、̐Dm࢛方の、ԣ木を通すたΊのを̐か所にͭ࣋。片

ଆのଆ൘にはおよそ̎Dm࢛方のখをもͭ。また、ԣ木のうち中ԝの̎ຊはଆ面؍がತঢ়をఄし、

そこに辺３Dmऑ、辺̎Dmఔの方形の؏をͭ࣋。ຊདྷはԿらかの部ࡐがరされ、

खঢ়になっていたՄੑも考͑うるが、出土時にはすでにࣦわれており、不明で͋る。また、ԣ

木の間にはさ130DmほどにりそΖ͑られた͗൘がڬみࠐまれている。ࡐにはすてϒφՊ

シΠଐの木ࡐが用されている。

下水主例に形ঢ়、構造とも類ࣅしている例として།一͛ڍることができるのは、古఼遺跡の３

次調査で出土したఐࢠঢ়木製品と報告されているもので͋
ㅭ ㉅ 3 1 ㅮ

る（第157ਤ̍）。൘ࡐの大きさは古఼

例がわずかにいが、ԣ木を̎ຊ一ରで組み合わせる構造や、中ԝ̎ຊのԣ木のみತঢ়をఄし方

形の؏をもͭといった基ຊతな形ঢ়もڞ通する。また、片ଆのଆ൘のみにখが認Ίられるな

どࡉ部の構造まで類ࣅ点をݟ出せる。ઌड़したように、今ճ出土した木製品の類例はこの古఼遺

跡で出土したఐࢠঢ়木製品しかられていない。形品の部ࡐの一部のみが存していても製品

として認ࣝすることができないたΊ、ຊདྷతにはଞの遺跡においても存在したՄੑは͋るもの

の、྆製品の製࡞に͋たっては、എܠにۙـ地Ҭと日ຊւ地Ҭの間でٕज़ަ流が存在したことを

うかがわせ
ㅭ ㉅ 3 2 ㅮ

る。

ळ山ߒ三は大の類を行うなかで方形き形式の一܈を設ఆし、ຊ例を大のՄੑが͋

る木製品としてධՁしてい
ㅭ ㉅ 3 3 ㅮ

る。ຽଏ例やֆ巻等のࢿྉをࢀ考にすると、中世ஈ֊では方形をも
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第157ਤ　類ࣅした構造をͭ࣋弥生・古墳時代の木製品
  ̍ɽ京都府京୮ޙ市古఼遺跡　　　̎ɽಸྑݝ田原ຊ町古・ݤ遺跡
  ３ɽௗऔݝௗऔ市੨୩上寺地遺跡　̐ɽ大ࡕ府東大ࡕ市༑井東遺跡
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ͭ大の存在は確࣮に認Ίられ、形ঢ়も今ճ出土した木製品にۙい。また、考古ࢿྉのなかにも

大ࡕ府༑井東遺跡出土木製品（第157ਤ̐）など、大と考͑られる製品の存在もられている。

しかし、Ҏ下の̎点から、下水主遺跡およͼ古఼遺跡出土の木製品が大で͋ることは൱ఆし

うると考͑る。第一はڧので͋る。大で͋るならば踏みࠐんだ時のѹに͑るたΊにԣ

木をଟく用することによってڧを୲อするඞ要が͋Ζうが、下水主例ではԣ木は̐組のみで

͋り、その間にڬみࠐまれていたのも͗൘というബいܰ量のࡐで͋るたΊ、ڧが༏れている

とはいいがたい。また、大として用するたΊには༑井東遺跡出土木製品にみられるような、

खߝを͙ܨたΊのがਐ行方向、すなわち辺ଆに一ରඞ要となるが、今ճ出土した木製品のଆ

൘にはখが辺ଆにのみにݟられることから、大として用するのにはదさない構造で͋Ζ

う。したがって、これらの木製品を大で͋ると積ۃతにධՁするࠜڌは今のとこΖしいと考

͑られる。なお、ଆ൘とԣ木、間にڬみࠐむ部ࡐという構造はړ࿑۩で͋るϠφにもみられる構

造で͋る
ㅭ ㉅ 3 4 ㅮ

が、͗൘というࡐの特࣭を考͑ると、ຊ木製品がϠφ等のړ۩で͋るということも൱

ఆしうるだΖう。

次に、木製品の中ԝにڬみࠐまれていた͗൘という部ࡐにணして、ຊ木製品が建ங部ࡐの

一部で͋るՄੑを考͑てみたい。͗൘はബくܰ量な൘ࡐで͋り、ॊೈੑ、通ੑؾに༏れるこ

とから、現存する古建ங等でもนࡐや屋ࠜࡐとして用される部ࡐで͋る。੨୩上寺地遺跡では

ෳຕの͗൘が平行しておかれたঢ়ଶで出土しており、ۓറ方法は不明ながらシーτঢ়にされ、

นないしఱ井൘等として用されたことが想ఆされてい
ㅭ ㉅ 3 5 ㅮ

る。

今ճ出土した木製品を建ங部ࡐの一部と考͑た合、୯ಠの݁した部ࡐとして存在すること

から、นࡐの一部というよりも、૭・൶等のดޱ部ࡐ、もしくはিཱ等の୯ಠの遮ณ部ࡐとして

は、൘൶では一ൠతに認られたತঢ়のՃݟ用されたՄੑが考͑られる。中ԝ̎ຊのԣ木に

Ίられる形で͋るということを考ྀすると、形ঢ়తにはดޱ部ࡐとの類ࣅ点がଟいとい͑るだΖ

う。弥生時代にお͚るดޱ部ࡐにͭいてはٶຊೋがまとΊてい
ㅭ ㉅ 3 6 ㅮ

るが、確࣮に૭や൶が形ঢ়を

อったまま出土することは、൘൶等をআくとඇৗにۇ少で͋るとされる。ٶຊࢯは൶ࡐ、૭ࡐを

その࣠にணして類を行っているが、下水主例には൶として用するたΊの࣠はなく、ほかの

部ࡐとۓറするたΊにはଆ൘、ないしԣ木のの部をԿらかの部ࡐでۓറすることによって

り下͛るඞ要が͋る。۩ମతな用ঢ়گを෮ݩするࡐྉはಘられていないが、Ҏ下に類例をఏࣔ

しておきたい。

൘൶Ҏ֎の૭・൶類を、部ࡐの一部のみでஅఆすることができる木製品はほとんどݟ当らない

が、そのՄੑをࢦఠすることができるものはݟࢄする。第一は、いわΏる࿈ࢠ૭もしくは֨ࢠ

૭と呼ばれるܕ式のもので͋る。これまで੨୩上寺地遺跡では૭ঢ়木製品と報告されている、方

形のをもͭ木製品が弥生時代中期ޙ半を中৺に10点ほどられてい
ㅭ ㉅ 3 7 ㅮ

る（第157ਤ３）。これらは

ଆ൘とଟのԣ木から構成される構造をもͭが、これらが૭で͋るならば、建物ࣗମにはΊࠐむ

ようにして用する、औり֎しができないもので͋る。第ೋは࣯とされるもので͋るが、ઌड़の

ようにこれまでられていた൘࣯は࣠を࣋もͭ形式が一ൠతで͋る。ここでは࣠を࣋たない࣯૭
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のՄੑの͋るものとして、古・ݤ遺跡で出土した用途不明の木製
ㅭ ㉅ 3 8 ㅮ

品を͛ڍておきたい（第157

ਤ̎）。古・ݤ遺跡出土の木製品はࡐでをͭくり、その内ଆに༿や竹ひ͝をॆరし、その

上からԣ木としてࡐが用される。ڞした土器のܕ式から中期前༿の年代が༩͑られている

たΊతな点はݟ出しがたいが、今ճ出土した木製品と構造తには類ࣅしているとい͑る。

Ҏ上のように、出土遺物の形ঢ়から下水主遺跡出土の方形組み合わせ木製品との類ࣅ点を考͑

てみたが、現ঢ়では古఼例Ҏ֎にはతにͭながるような事例はݟ当たらない。また、その機

に関しては、同じような組み合ったঢ়ଶで出土した֤種の木製品を͋͛、ړྌ۩や大のՄ

ੑにͭいても検౼したが、༷ʑな面でִたりは大きく、現時点では建ங部ࡐの一部として考͑て

おくのがଥ当で͋Ζう。したがって、現ঢ়では方形組合せ木製品の機としては、建ங部ࡐの一

部、۩ମతには、࣯や൶といったดޱ部ࡐをਪ測しておきたい。࣠やଞの構成部ࡐがないたΊ、

、られることにணするとݟが方のখ࢛はしいが、片ଆのଆ൘にのみ約̎Dmݩの෮گ用ঢ়

ひもঢ়の༗機࣭でۓറすることによって、ࡐからり下͛るということを想ఆすることができる。

もしくは、খは൘の内ଆの方がmmఔながら大きくなっており、この大きさのҧいが用

時のすりݮりによるもので͋るとするならば、の片ଆからԿらかの部ࡐが、例͑ばખのような

部ࡐを用することによって合したと考͑ることもՄで͋Ζう。すなわち、辺ଆのଆ൘に

ଞの部ࡐとݻఆするたΊの機が͋ったと考͑、࣯૭として用されたという想ఆで͋る。

今ճの調査では一࿈のものと考͑ることができるような、ほかの部ࡐは出土していない。その

たΊ、ਪをॏねることとなったが、今ޙは୯ಠで出土した木製品をؚΊ、検౼していくことが

ඞ要で͋Ζう。

　　　　　　　　　　       　　（桐井理揮）

̏ʣԼਫओ遺跡ɾਫओਆࣾ౦遺跡ͷظ࣌ผมભ

一࿈の発۷調査では、縄文時代晩期から中・ۙ世にか͚ての遺構・遺物を検出した。これらの

検出地点は、調査ର地で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点

にはภりがみられる。また、出土遺物も時期別にみるとภりが͋り、いずれの調査地点において

も時代を͑て、期にわたって遺構がӦまれたことをࣔす例はほとんどない。したがって֤遺

構܈は、அଓతに形成されたとい͑る。ここでは時期͝との遺構・遺物のมભとそのධՁにͭい

てをड़る。

ʢ̍ʣೄจ࣌൩ظ（第150ਤ）

この時期の遺構・遺物は調査ର地内にݟࢄされるが、特に、̡地区では氾濫流路や落ちࠐみ

などのࣗવ地形、͋ るいは遺物แؚ層から大量の土器が出土した（ຊ報告書79～85ท、89～105ท）。

̡地区では、ম土を̍基確認したのみで、ݦ著な遺構は確認していない。しかし、出土した遺物

点がଟく、ຊઅ191～197ทで検౼をՃ͑ように、大量の土器の存在から木周辺の地部に

当֘期の集落が存在したՄੑはߴいとい͑る。

また、下水主遺跡̝地区や水主神社東遺跡̗・̘地区などで、遺物แؚ層や落ちࠐみからも同
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時期の縄文土器が少量ずͭでは͋るが出土している（h 報告集ʱ第163冊・第167冊、ຊ報告書）。

遺物のがൣғにٴんでおり、下水主遺跡周辺に存在した集落の׆ಈൣғをࣔしていると考

͑られる。

ʢ̎ʣੜ࣌લظ

この時期の遺構は確認していないものの、水主神社東遺跡̖地区（"３区）出土遺物の中にこの

時期のものとਪఆされる破片ࢿྉが͋る（h 報告集ʱ第167冊所収第22ਤ21）。周辺ではこの時期の

遺構・遺物は出土していないたΊ、その存在にはҙするඞ要が͋る。

ʢ̏ʣੜ࣌தޙظʙظޙॳΊ（第159ਤ）

この時期の遺構はର地の北部と南部に大きく別れて検出した。いずれにしても前期から中期

前半にか͚てࢿྉはະ確認で͋る。

北部では下水主遺跡̡・.・/地区

で検出した。当֘期の遺構はほとんど

が土坑で、ଟの遺物が出土した。出

土した弥生土器は中期ޙ半からޙ期初

Ίにか͚てのもので͋る（h 報告集ʱ

170冊、ຊ報告書）。当֘調査区では୦

穴建物は検出していないが、ଟの土

坑の存在や出土遺物の量、これまで明

らかになっている地形తな点などをՃ

ຯすると、̡地区で検出した縄文時代

晩期の氾濫流路のۙを南ݶとし、そ

の北ଆに当֘期の集落ががっていた

Մੑがߴい。その北ݶは、これまで

の調査では明らかになっておらず、下

水主遺跡の北部からさらにその北ଆ

にがっていたՄੑも考͑られる。

一方、南部では、下水主遺跡̗・̘

地区で土坑̎基、溝̎のほか、؛ޢ

をࢪしたࣗવ流路̍を検出した（h 報

告集ʱ第173冊）。当֘期の遺構・遺物

は古墳時代前期の遺構とのॏෳがݦ著

で͋るたΊ、検出は少ない。その中

でも流路̨̙22は、一部に؛ޢを行い、

弥生時代中期ޙ半の集落にお͚る基װ

水路としてのׂをՌたしたのではな第158ਤ　下水主遺跡遺構มભਤ̍　弥生時代中期（1/7,500）
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いかと想ఆされている。さらに確認した土遺構にͭいてはसの؛もՄとなっていることか

らધணきしてのੑ֨も想ఆできる。؛ޢや土遺構の構造、その構ங方法、さらに類例等の検

౼にͭいてはʰ報告集ʱ第173冊でৄࡉに検౼しているのでࢀরされたい。

とこΖで、下水主遺跡の北部と南部でそれͧれ検出した遺構܈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ޙ半からޙ期初಄にか͚ては、下水主遺

跡の北部と南部で別ʑの集落が形成されていたՄੑがࢦఠできる。ここで想ఆされる集落の࣮

ଶは不明で͋るが、出土遺物の༷૬から、྆集落とも中期ないしޙ期初಄にはഇઈしていると

考͑られる。

ʢ̐ʣੜ࣌ظޙ（第159ਤ）

この時期の遺構は、調査地の南部を

中৺にݟࢄされるが、ޙ期前半にଐす

るものはほとんどなく、いずれもޙ半

からにか͚てのもので͋る。したが

って、ޙ期初಄からޙ期ޙ半までの集

落がӦまれたた所は、調査ର地֎

と想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、土坑や土器だまりなど検出した

（h 報告集ʱ第168冊）。これらの遺構の

ཱ地は、木にԊったඍߴ地上にల

։していると考͑られることから、̛

地区周辺が弥生時代ޙ期の集落の一ը

で͋ったことが予想される。ただ、̛

地区の遺構܈も、古墳時代前期のঙ内

式～ཹ式ஈ֊までは存ଓしないこと

から、弥生時代ޙ期にはഇઈしてい

ると考͑られる。このほか、̛地区に

ྡする̙地区や̞地区で同時期の遺

物の出土がわずかで͋るが確認でき、

当֘期の遺構が東にがるՄੑも͋

る。

ʢ̑ʣੜ࣌ऴظʙݹ࣌લظ

（第160ਤ）

この時期になると、下水主遺跡̗地

区を中৺にく遺構の形成と遺物の出 第159ਤ　下水主遺跡遺構มભਤ̎　弥生時代ޙ期（1/7,500）
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土が確認できる（h 報告集ʱ第173冊）。まず、̗地区では大نな溝̨̙22を検出した。̨̙22は

弥生時代中期の流路をঙ内式古ஈ֊に۷࠶してར用したもので、෯が10̼Ҏ上にもୡする大ن

なもので͋る。٢備系や東ւ系などԕִ地から࣋ちࠐまれた土器が出土することや溝のنな

どから、物ࢿの流通などの中֩తな集落が存在したと考͑られ、調査地点ۙは大نな溝の存

在からとしてのੑ֨をを༗していたと考͑られる。̨̙22からは埋աఔでഇغやغされ

た大量の遺物も出土した。そのৄࡉにͭいてはʰ報告集ʱ第173冊でड़たとおりで͋る。

̨̙22と同時期の遺構が、ྡする下水主遺跡̖地区をはじΊ、̙・)・̟・̡地区、͋るい

は水主神社東遺跡̘地区などで確認している。このうち、̝地区で検出した溝̨̙25と、同一の

溝とਪఆされる̟地区で検出した溝̨̙04は、建ங部ࡐとਪఆされる木製品がଟく出土するとと

もに、溝の一部を࠹きࢭΊるなどして水をཷΊたとࢥわれる遺構を確認している（ຊ報告書42～

50、156～165、167～176ท）。また、その機等にͭいてはຊઅ197～202ทで検౼したが、明確

にすることはできなかった。今ޙ、周辺の調査事例や類例の૿Ճが期されるとこΖでは͋るも

のの、「ॅډҎ֎のԿらかのత」というධՁはଥ当と考͑る。なお、̟地区では建ங部ࡐと考

͑られる木製品がややまとまって出土しており、)地区と̟地区の間にもएׯの機ࠩが存在し

たՄੑも͋る。

このほか、水主神社東遺跡の̘地区や下水主遺跡̡地区など、弥生時代ऴ期～古墳時代前期

の土器をうੑ֨不明の溝を確認している（h 報告集ʱ第168冊、ຊ報告書）。ややਂさの͋る溝で、

遺物が少ないたΊৄࡉは不明で͋るが、ਖ਼方位にରしてࣼ行しているのが一ൠతで͋る。これら

の溝は弥生時代ޙ期にるものもؚまれるかもしれないが、水主神社東遺跡̖地区から下水主

遺跡̣地区までのいൣғにଟ確認できる。そのੑ֨は不明で͋るが、調査地周辺では西ଆよ

りも東ଆの方がいたΊ、そこに水した水をを西ଆにൈくたΊに۷されたのではないかとも

考͑られる。なお、溝のଟくが̝地区の̨̙25と同一方位で͋ることはཹҙされる。これらの溝

。水路తなੑ֨も考͑られるװの点では大きくҟなることから基نにくら̨̙25は܈

このように古墳時代前期の遺構・遺物は、調査ର地内でଟく確認できる。ただし、集落の࣮

ଶをࣔす遺構が確認できていないたΊ、集落ຊମの所在地は不明で͋る。ただ、調査地࠷南の

"・̗地区でଟ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

神社の所在する͋たりに集落の中৺部を想ఆすることができるのではないかと考͑る。

ʢ̒ʣݹ࣌தɾظޙ（第160ਤ）

当֘期の遺構は明ྎではないが、下水主遺跡̗地区で検出した溝̨̙22の上層溝や土坑̨̠19

などが֘当する（h 報告集ʱ第173冊）。また、̨̙22上層溝の埋土を中৺に古墳時代中・ޙ期の遺

物がଟ出土している。このほか、下水主遺跡̛̎区出土￤（h 報告集ʱ第168冊第13ਤ13）や̡地

区中層遺物แؚ層出土の須恵器ഋ֖の破片（ຊ報告書第55ਤ119・120）など、͝く少量が調査地֤

所でݟࢄされる。このようなঢ়گから、古墳時代中・ޙ期に߃ৗతに集落がӦまれたՄੑは

いと考͑られる。一方、少量の土器片が調査ର地内にݟࢄされるということは、当֘期にさま

͟まな׆ಈが行われていたことをࣔしているともい͑る 。
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ʢ̓ʣඈௗ࣌（第163ਤ）

当֘期の遺構は、おもに"・̗地区で検出した。その֓要はʰ報告集ʱ第173冊で報告したと

おりで͋る。

まず、̖地区ではを井戸̍基はじΊ、土坑やଟの柱穴などの遺構を検出した。土坑は地に

う୯位の一部で͋るՄੑも͋ると考͑られる。柱穴はྻঢ়をなすものがଟ確認できたが、

۷ཱ柱建物として෮ݩすることができるものはなかった。この点にͭいて柱穴ྻのଟくが北にର

して35°前ޙ西にৼるものが大半をΊることや、柱穴ྻが࢛方に認Ίられ、一ఆのۭ間ྖҬを

ғ៴しているՄੑが考͑られることから、中৺తなࢪ設は確認できないものの、ดతなۭ間

を設͚るたΊ、こうした柱穴ྻが設͚られたと考͑られる。そして、ดతなۭ間という点をॏ

ఠした（hࢦతなۭ間で͋ったՄੑをڭ設はະ確認で͋るものの、फࢪし、中৺తなࢹ 報告集ʱ

第173冊235～237ท）。また、井戸̨̚112は方形۷形と井戸をͭ࣋もので、特に井戸の部ࡐ

として൶ࡐなどを࠶ར用しており、上記柱穴ྻ܈にғまれた中৺తなࢪ設で用されていたもの

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半が７世ل代にݶられ、

̔世لまで下るものはۃくまれにしかない。したがって、ほ΅７世ل代のおよそ100年ほどのݶ

ఆして̖地区の遺構܈は形成されたものと考͑られる。

̗地区では溝や土坑などの遺構のほか、上ड़の溝̨̙22の࠷上層部でଟの遺物をؚむ層ং

を確認した。これらは̨̙22を࠷ऴతに埋Ίて、周辺一ଳを平ୱにした、地層を考͑られる。

この地層にͭいては̖地区の遺構が形成されるաఔで、北ଆに存在した̨̙22の࠷上層部を

埋Ίཱてたものではないかと想ఆされる。これによって̖地区の遺構܈にରして北ଆにいۭ間

を確อしていると考͑たい。

Ҏ上のほか、当֘期でҙされる遺物として、下水主遺跡̛７区で検出した井戸̨̚0704の۷

形から出土した原寺式もしくは౻原ٶ式のנؙݢが͋る（h 報告集ʱ第168冊第45ਤ244）。遺構

そのものは平҆時代中期のもので͋るが、このנؙݢが、ಸྑݝඈௗ地Ҭӡൖされる途中で͋

ったのか、͋るいは調査地ۙྡにこうしたנؙݢを用したࢪ設が存在したのか、現ஈ֊では検

౼するたΊのࡐྉが少なく、今ޙの検౼՝で͋る。

また、同じく下水主遺跡̛̍区では、۷ཱ柱建物̎౩を検出した（h 報告集ʱ第168冊）。出土し

た土師器片から古代のՄੑがߴいものの、ৄࡉな時期は不明で͋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ޙ西にৼるので、当֘期のՄੑも考͑られる。

ʢ̔ʣಸྑ࣌ʙฏ҆࣌தظ（第163ਤ）

ಸྑ時代になると、遺構はまったく確認できないঢ়گとなるが、ಸྑ時代の遺物とਪఆされる

ものが少量出土している。こうしたঢ়گから下水主遺跡ではಸྑ時代の遺構は存在しなかったՄ

ੑがߴい。このঢ়گはҾきଓき平҆時代前期においても同༷で͋る。しかし、平҆時代中期（10

世ل代）になると、少量で͋るが、遺構や遺物を確認することができる（h 報告集ʱ第168冊・第17

冊）。

まず、下水主遺跡̛７区では井戸̍基（̨̚0704）を検出した。出土遺物にࠇ৭土器がؚまれ
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るたΊ、当֘期の遺構で͋ることが明らかで͋るが、上ड़のように۷形から７世لࠒのנؙݢ

が出土している。また、̗地区の土坑̨̠15からもࠇ৭土器が出土しており、当֘期の遺構と

考͑られる。このほか、ᬵಃ器やփᬵಃ器の破片などの出土も̗地区などで確認できる。ただ、

遺構の検出は少なく、平҆時代の土地ར用は不明な点がଟい。ややまとまった遺構が確認でき

た̛地区や̗地区は、弥生時代ޙ期から古墳時代前期にか͚ての遺構とॏෳするとこΖが͋

ることから、木Ԋいのඍߴ地上に集落がల։していたՄੑを考͑ることができる。

さらに下水主遺跡の北半部に当たる̡地区や̣地区では、平҆時代のՄੑが͋るנݢが出土

しており、このۙに当֘期の遺構܈ががっていたՄੑが予想される。

ʢ̕ʣத （ੈ第164ਤ）

中世になると、調査ର地一ଳには島畑が形成された。島畑の形成時期にͭいては、中世前半

に͋たる12～13世لの土器が島畑の

ૉ۷り溝や溝ঢ়遺構から出土するこ

とから、このこΖまでると考͑ら

れる。新名神ߴ道路備事ۀやࠃ

道24号վྑ事ۀにう一࿈の調査の

݁Ռ、֤調査地点合わせて112基の

島畑を検出した（同一の島畑とࢥわ

れるものはॏෳして͑ていない）。

一部の例֎をআき、島畑の大半は҆

ఆした基൫層を形して࠷初期の島

畑を形成していることが確認でき

た。すなわち、畑地とすき所の

周ғを溝ঢ়に۷り下͛、その۷土

を畑地部にり上͛るという方法

で島畑を形成していることが明らか

になった。そのޙ、溝ঢ়遺構の埋

と۷࠶、島畑のり土等が܁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、発۷調査

の݁Ռから明確に明確にஅݴできな

いがすくなくともۙ世の͋るஈ֊ま

でܧଓしていたՄੑも͋る。

発۷調査の݁Ռからみると、ଟく

の島畑で、期にわたって同一か所

で島畑の造ӦがӦまれていることが第162ਤ　下水主遺跡遺構มભਤ̑　中世（1/7,500）
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明らかになった。この点は土層அ面の؍からಋき出せた݁で͋るが、島畑が水平方向にわず

かに֦大するものの、原ଇਨ方向の土によって上方֦大している。この点を島畑と溝ঢ়

遺構のڥ界ۙの土層を؍すると、島畑の土と溝ঢ়遺構の堆積土がަޓに上位ଆとなってお

り、水平方向の֦大をಡみऔることはほとんどできず、ほ΅同じ所で島畑をӦみଓ͚ている

ことが明ྎにಡみऔれる。

一方、溝ঢ়遺構にͭいては水田としてར用されていたՄੑもࢦఠされている。しかし、発۷

調査で溝ঢ়遺構を۷しているࡍには、用ഉ水にඞ要とされる水路やԃঢ়の遺構、͋るいは畦畔

などを確認することはできなかった。これらをඞ要とせずに水田࡞ߞがՄなのかどうかわから

ないが、ൣғに調査しても、これらの遺構はશく確認されなかった。この点を踏ま͑れば、水

田࡞ߞを行っていたと積ۃతにධՁすることはできないのではないだΖうか。

また、ଟくの調査区で、溝ঢ়遺構が࠭層の堆積によって埋し、合わせて島畑もこうした࠭層

に෴われている例を確認することができた。この࠭層は木の氾濫等による洪水࠭のՄੑが

らずෳճ、発生したと考͑られる。こうした洪水にରするݶく、また、洪水のճも一にߴ

ରॲも行いͭͭ、やがて島畑から水田を主ମとする࡞͚のม化にࢸったものと考͑られる。

さらにされる点として、現在の水田を区ըする畦畔と島畑のをॏね͋わせてみると、

水田の中ԝに島畑が形成されており、畦畔の位置に溝ঢ়遺構が存在していることが明らかになっ

た。この点は、島畑や溝ঢ়遺構の土層அ面؍からも、྆遺構がほ΅同一地点で期にわたって

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ਨ方向のల։をݟせるも

のの、水平方向のม化がほとんどなかったことをࣔしている。このように、現在の水田؍ܠが、

中世ஈ֊の島畑の形成にまでってنఆされていた事࣮が確認された。この点において、ଟの

島畑を調査し、現在とのͭながりを明らかにできたҙٛは大きい。

（筒井崇史）

̍　平成20年Ҏ߱に調査にணखした新名神ߴ道路備事ۀにいץ行した発۷調査報告書はҎ下の

通りで͋る。

 ᶃ村田߂・দ尾史ࢠ「ঁ୩ԣ穴܈第10・11次発۷調査報告」（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ໜ࣏・দ尾史ࢠ「ঁ୩ԣ穴܈第11・12次発۷調査報告」（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　ঊ「美ೱ山ഇ寺下層遺跡第̔次発۷調査報告」（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・ҏۙ・筒井崇史・村田߂・関ঘ世・大ٛߴ「美ೱ山ഇ寺第６次・美ೱ山ഇ

寺下層遺跡第９次発۷調査報告」（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

 ᶇಸྑ߁ਖ਼・筒井崇史・村田߂・山﨑美輪「新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成23・24年発

۷調査報告　（̍）ঁ ୩・ࡔߥԣ穴܈第13次調査　（̎）　ࡔߥ遺跡第̑次」（h 京都府遺跡調査報告集ʱ
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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

 ᶈҏۙ・筒井崇史・村田߂・大ٛߴ「新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成23～25年発

۷調査報告　（̍）田遺跡第３～̑次　（̎）西村遺跡第̎・３次」　（３）向୩遺跡第３・̐次」（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

 ᶉ戸原人・岡﨑研一・筒井崇史・関ঘ世・山തষ・ਂᖒຑҥ「新名神ߴ道路備事ۀ関

遺跡平成23～25年発۷調査報告　（̍）水主神社東遺跡第̍・̎・̑次　（̎）下水主遺跡第̍・̐次」

（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

 ᶊ筒井崇史・ߴ陽ࢠ・岡田݈ޗ「新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成25・27・28年発۷調査

報告　下水主遺跡第̐次（̛地区）」（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

 ᶋߴ陽ࢠŋ筒井崇史・山തষŋ桐井理揮ほか「新名神ߴ道路備事ۀ関遺跡平成24～26年

発۷調査報告　下水主遺跡第̍・̐・６次」（h 京都府遺跡調査報告集ʱ第173冊　公益財団法人京都

府埋蔵文化財調査研究センター）　2018

̎　下水主遺跡のൣғにͭいては、京都府ڭҭҕһ会が۷ࢼ調査を࣮ࢪされ、遺跡のがりを確認された。

 島行「下水主遺跡」（h 埋蔵文化財発۷調査報告　平成25年 　ɦ京都府ڭҭҕһ会）　2014

 島行「下水主遺跡第７次調査」（h 埋蔵文化財発۷調査報告　平成26年 　ɦ京都府ڭҭҕһ会）

2015

３　水主神社東遺跡のൣғにͭいては、京都府ڭҭҕһ会が۷ࢼ調査を࣮ࢪされ、遺跡のがりを確認

された。

̐　地理తڥのࣥ筆に͋たっては下記文ݙをࢀরした。

 ᶃ平ຌ社編ʰ日ຊྺ史地名ମ系　26　京都府の地名 （ɦ平ຌ社　1981）

 ᶄ「֯地名大ࣙయ」編ࢊҕһ会編ʰ֯日ຊ地名大ࣙయ　京都府 （ɦ֯書ళ　1982）

 ᶅ城陽市史編さんҕһ会編ʰ城陽市史ʱ第̍巻（城陽市　2002）

̑　ྺ史తڥのࣥ筆に͋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第̍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）　

６　石井ਗ਼࢘・筒井崇史ŋ渡邉拓也・橋ຊູ・田原༿月「一ൠࠃ道24号城陽*$関࿈寺田地区վྑ事ۀ関

遺跡　下水主遺跡第６・̔次」（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

７　̍文ݙᶋࢀর

̔　６文ࢀݙর

９　૿田・岡﨑研一・ࠇ௶一थ・Ҿ原ໜ࣏・ञ井݈࣏「一ൠࠃ道24号金尾ަࠩ点վྑ事ۀ関遺跡

　下水主遺跡第̎・３次　水主神社東遺跡第３・̐次」（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

10　島畑の周ғには島畑よりもく۷りࠐまれた部は水するものの、流れが͋るわ͚ではないので

「溝」というද現はదではない。しかし、形ଶతには溝に類ࣅすることから、ຊ報告では「溝ঢ়遺構」

という名称を用する。また、溝ঢ়遺構の෯は島畑のࣼ面の落ちࠐみが࢝まる部の間のさとする。

11　おもに古代（ඈௗ・ಸྑ・平҆時代）の土器の器種名には、ಸྑ文化財研究所ものを用する。 

҆田ཾଠ・३一・田ਖ਼ত「土器」（ಸྑཱࠃ文化財研究所編ʰ平城ٶ発۷調査報告9*ɻ 第̍

次大ۃ఼地Ҭの調査ʵ （ɦh ಸྑཱࠃ文化財研究所ֶ報ʱ第40冊））1981
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 神恵「土器類」（ಸྑ文化財研究所編ʰ平城ٶ発۷調査報告97*ɻ ฌ部ল地区の調査ʵ （ɦh ಸྑ文

化財研究所ֶ報ʱ第70冊））2005

12　ߴ陽ࢠ「弥生時代ޙ期～古墳時代の土器༷૬」（h 山遺跡ࠤ （ɦh 京都府遺跡調査報告書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

13　出土した建ங部ࡐの記ड़に当たっては下記文ݙをࢀরした。

 ಸྑཱࠃ文化財研究所編ʰ木器集成ਤ録　ʵۙـ原࢝รʵ （ɦh ಸྑཱࠃ文化財研究所史ྉʱ第36冊

ಸྑཱࠃ文化財研究所）　1993

14　「氾濫流路」にͭいては当調査研究センター૿田࢜༤理事（京都大ֶ名༪ڭत）よりࣔ͝ڭいただい

た。

15　ന࣓の類にͭいては下記文ݙをࢀরした。

 ԣ田ݡ次・田ษ「大࠻府出土の༌ೖಃ࣓器にͭいて」（h भྺ史ࢿྉؗ研究集ʱ̐　भྺ

史ࢿྉؗ）　1978

 ଠ࠻府市ڭҭҕһ会ʰ大࠻府跡ᶘ （ɦh ଠ࠻府市の文化財ʱ第７集）　1983

 中世土器研究会編ʰ֓આ　中世の土器ŋಃ࣓器（ɦ中世土器研究会）　1995

16　古墳時代の須恵器にͭいては下記の文ݙをࢀরした。

 田辺ত三ʰಃ༢古༼ᅿ܈ᶗ （ɦ平ֶ҆Ԃ考古ֶΫϥϒ）1966

 田辺ত三ʰ須恵器大成 （ɦ֯書ళ）1981

17　縄文土器の記ड़に͋たってはҎ下のࢀ考文ݙをࢀরした

 ઘ拓ྑ「西日ຊತଳ文土器の編年」（h 文化財ላ報ʱ第̔集　ಸྑ大ֶ文ֶ部文化財ֶՊ）　1990

 大܆「西日ຊにお͚る縄文土偶のมભ」（h 西日ຊ縄文文化の特৭ʱ第̍ճ西日ຊ縄文文化研究会

関西縄文文化研究会・中ࠃ࢛縄文研究会・भ縄文研究会）　2005

山ೌ垣֎遺跡ࠤほか編ʰڿ　ࣲ  （ɦh 京都府遺跡発۷調査報告書ʱ第31冊　財団法人京都府埋蔵文

化財調査研究センター）　2002

 ۙ౻ಸԝ・݈一「京都府のಥଳ文土器の֓要・集成」（h 関西のಥଳ文土器ʱ第̔ճ関西縄文文

化研究会ࢿྉ集　関西縄文文化研究会）　2010

 中௩ྑ・݈一ほか「縄文土器の࣭ࡐత研究～ࣗવݯࢿར用と文化ಈき～」（h 第17ճ京都府埋蔵

文化財研究集会ʱࢿྉ集　京都府埋蔵文化財研究会）　2010

 দ田ਅ一ほか編ʰॏ要文化財־原遺跡出土品の研究 （ɦh 原考古ֶ研究所研究成Ռʱ第11冊　ಸྑ־

原考古ֶ研究所）　2011־ཱݝ

 Ոࠜଟ「ۙـ地方の土器」（h 縄文文化の研究ʱ̐　縄文土器ᶘ　༤山ֳ）　1981

18　土偶の記ड़に当たっては大ࢯ܆よりࣔ͝ڭいただいた。

19　方形組合せ木製品の؍に当たっては京都府ڭҭிࢦಋ部文化財อޢ՝田ࢯよりࣔ͝ڭいた

だいた。

20　時期別มભにͭいては、城陽+$T・*$の発۷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۷調査の成Ռもࢀরしている。

21　݈一「֯ર石ଟ量ؚ༗土器」（h 縄文時代の考古ֶʱ７　土器をಡみऔる　同成社）　2010

22　ઍ༿　๛「京都ຍ地の縄文時代遺跡」（h 京都大ֶ構内遺跡調査研究年報1992年ʱ京都大ֶ埋蔵文

化財研究センター）　1993

23 ਗ਼水๕༟「֯ર石を中৺とした土の特」（h 縄文～古墳時代にお͚る土器の特తに関する
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ఆ量ੳత研究ʱ平成15・16年Պֶ研究අิॿ金（基൫研究（̲）̍ ）研究成Ռ報告書）　2006 

中௩ྑ・݈一ほか「縄文土器の࣭ࡐత研究～ࣗવݯࢿར用と文化ಈき～」（h 第17ճ京都府埋蔵

文化財研究集会ʱࢿྉ集　京都府埋蔵文化財研究会）　2010

24　縄文土器の؍、量のΧンτに当たってはࣲ田কࢯװ（田原ຊ町ڭҭҕһ会）、西Ӝᗁࢯ（大ࡕ大

ֶ文ֶ部ֶ部生）のྗڠをಘた。

25　17ࣲほか編文ݙに同じ

26　ਿຊ　ほか「寺界道遺跡発۷調査֓要」（h Ӊ࣏市埋蔵文化財発۷調査֓報ʱ第10集　Ӊ࣏市ڭҭ

ҕһ会）　1987

27　22文ݙに同じ

28　石井ਗ਼࢘編ʰ北金ذ遺跡 （ɦh 京都府遺跡発۷調査報告書ʱ第̑冊　財団法人京都府埋蔵文化財調査

研究センター）　1985

29　ߴ陽ࢠ「ಋ水ࡇの原形ʕۙߐ南部にみる弥生時代のಋ水遺構ʕ」（h ԕ古ొᎺʱԕ山তొ܅ౣ

考古ֶ集　h ԕ古ొᎺʱץ行会）　2010

 一2006「まとΊʕҏ遺跡の南ଆのۭ間ར用とಋ水ࢪ設ʕ」（h ҏ遺跡確認調査報告書ʱᶚ

क山市ڭҭҕһ会）　2006

 平井美యほか編ʰ༄遺跡ʱᶚ（࣎լڭݝҭҕһ会・財団法人࣎լݝ文化財อڠޢ会）　2008

30　石ത৴・関ঘޭʰ᠄向 （ɦಸྑ־ཱݝ原考古ֶ研究所）　1976

31　ು田　༐編ʰ古఼遺跡 （ɦh 京都府遺跡発۷調査報告書ʱ第９冊　財団法人京都府埋蔵文化財調査研

究センター）　1988

32　ただし、֤部ࡐをৄࡉに؍すると、下水主例ではԣ木の間に͗൘ঢ়のものをڬみࠐこむたΊ、

ԣ木の内ଆはஸೡに面औりされていたのにରし、古఼遺跡で出土した木製品はԣ木のஅ面形ঢ়がପ

ԁ形をなしており、間に部ࡐをڬみࠐんだࡍの҆ఆײにやや͚ܽる。また、؏のՃをみても、

古఼遺跡のものはややૈࡶなՃをࢪしているのにରし、下水主例では研ຏすることによってより

ஸೡなͭくりとなっている。

33　ळ山ߒ三「田下ବ・「大」と関࿈木製品」（h ۩考古ֶ第104号　弥生・古墳時代の木製ץق ༤ɦ山ֳ）

2008

34　田中ఓࢠ「Ѫݝே日遺跡のϠφ」h Ꭴ文化ړ考古ֶ第24号　縄文・弥生のץق 　ɦ༤山ֳ）　1988

35　୩　ຬ・Ո௩ӳࢺ編ʰ੨୩上寺地遺跡出土品調査研究報告３　建ங部ࡐ（ࢿྉ編）ɦ（ௗऔݝ埋蔵文

化財センター調査報告24　ௗऔݝ埋蔵文化財センター）2008

36　ٶຊೋʰ出土建ங部ࡐがղく古代建ங （ɦ日ຊの美ज़490　ࢸ文ಊ）　2007

37　35文ݙに同じ

38　石Ώずは「̎ɽ木製品」（h 古・ݤ遺跡ᶗʱ遺構・主要遺物編　田原ຊ町ڭҭҕһ会）　2009
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報告
番号

出土
遺構 器種 類 ܘޱ

（Dm）
存
 部位 ԑ部ޱ

の形ঢ়
ԑ部ޱ
のࠁ

ತଳの
ࠁ ৭調 土 ٕ法上の特等

187 ̧̣
42

ਂു ᶘ̗ 12.3 7/12 ～ᰍޱ
ఈ部

ؙ ถཻঢ় ʵ （֎）҉փԫ 2.5:4/2
（内）҉փԫ 2.5:5/2

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石を 5�ఔؚむ、
Ӣ片ؚむ

188 ̧̣
42

ਂു
　

ᶘ̗ 19.1 1.5/12 ～ᰍޱ
部

面 ถཻঢ় ʵ （֎）Φリーϒ
2.5:4/3（内）ࠇ
2.5:3/1

mm̍ܘ ఔの石ӳ、
石を 5�ఔؚむ、
Ӣ片ؚむ

189 ̧̣
42

ਂു ᶘ̗ 22.4 1/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̤ ʵ （内 ŋ֎）ࠇ
10:33/1

ܘ 1 ～ 4mm ఔの
石を 5ˋఔؚむ。

190 ̧̣
42

ਂു
　

ᶘ̖̰ 28.4 3.5/12 ～ᰍޱ
部

面 なし ʵ （内 ŋ֎）ࠇ
2.5:3/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの֯
ર石、石を 10ˋఔ
ؚむ、Ӣ片ଟ量

೪土合痕がݦ
著にる

191 ̧̣
42

ਂു
　

ᶘ̖̰ 35.0 1/12 ～ᰍޱ
部

面 なし ʵ （֎）にぶいԫ
10:35/3（内）҉փ
ԫ 2.5:5/2

ܘ 1 ～ 4mm ఔの֯
ર石、石ӳを 25ˋఔ
ؚむ、Ӣଟ量

内֎面に೪土
合痕をす

192 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ̖̰ 32.1 3.5/12 ～ᰍޱ
部

ؙ খ̙ࣈ খ̙ࣈ（֎）にぶいԫ
10:34/3（内）ࠇ
5:2/1

ܘ 1 ～ 7mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む

193 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ̘か 25.4 2/12 ᰍ部ޱ 面 なし ࣈ̙ （内 ŋ֎）҉փԫ
2.5:5/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む、石がଟい

194 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ̘ 26.2 3/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̙ ࣈ̙ （֎）փԫ 2.5:6/2
（内）ԫփ 2.5:5/1�

ܘ 1 ～ 3mm ఔの
石ӳ、石、金Ӣ、
Ϋαリを 10ˋఔؚ
む

195 ̧̣
42

ਂു ᶗ̘ 26.2 5/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̙ ࣈ̙ （内 ŋ֎）փԫ
2.5:7/2

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石を 5ˋఔؚむ

196 ̧̣
42

ਂു ᶗ̘ 39.0 1/12
Ҏ下

～ᰍޱ
部

ؙ ࣈ̫ ᶛࣈ （内 ŋ֎）ԫփ
2.5:5/1

ܘ 1 ～ 2mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む

197 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ̘ ʵ 1/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̙ٯ なし ࠇ（֎） 2.5:3/1
（内）にぶいԫ
2.5:6/3

ܘ 1 ～ 4mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む、Ӣ片ؚむ

198 ̧̣
42

ਂു
　

ᶘ̙ ʵ 1/12 ～ᰍޱ
部

ؙ ࣈ̤ ʵ （内 ŋ֎）にぶいԫ
ᒵ 10:37/3

ܘ 1 ～ 2mm ఔの石
ӳ、石、くさり
を 15ˋఔؚむ、Ӣ
片ؚむ

199 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ̙ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ ؙ ࣈ̙ ̙ࣈ  （֎）҉փԫ
2.5:4/2（内）҉փ
ԫ 2.5:5/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの֯
ર石、石を 7ˋఔؚ
む、Ӣ片ଟ量

200 ̧̣
42

ਂു ᶘ̙ 33.5 1.5/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̘ ʵ ࠇ（֎） 10:33/1
（内）にぶいԫᒵ
10:36/3

ܘ 1 ～ 2mm ఔの石
ӳ、石を 5ˋఔؚむ

内֎面ϛΨΩ

201 ̧̣
42

ਂു
　

ᶘ̗ 22.6 12/12 形 ؙ なし ʵ ࠇ（֎） 10:33/1
（内）にぶいԫᒵ
10:37/3

ܘ 1 ～ 2mm の石ӳ、
石を 5ˋఔؚむ

いͼͭな࡞り

202 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ̚ 11.3 形 ؙ なし なし （内 ŋ֎）ࠇ
10:33/1

半ਫ਼製 ৭ຏ研、内面ࠇ
にઢ

203 ̧̣
42

ਂു ᶘ̛ （22.1）1/12 ԑ部ޱ ؙ なし ʵ ࠇ（֎） 2.5:3/2
（内）҉ԫփ 10:4/2

ܘ 1 ～ 4mm の石ӳ、
石を 5ˋఔؚむ、ࠇ
Ӣ、֯ર石をわず
かにؚむ

֎面に೪土合
痕をす

204 ̧̣
42

ਂു
　

ᶘ̛ ʵ 1/12
Ҏ下

ԑ部ޱ 面 ௺ ʵ （内 ŋ֎）ઙԫ
2.5:7/4

ܘ 1 ～ 2ᶱఔの石ӳʵ
石、金Ӣ 10ˋఔ
ؚむ

205 ̧̣
42

ਂു ᶘ̛ ʵ 1/12
Ҏ下

ԑ部ޱ 面 ࣈ̤ ʵ փ（֎） 10:35/1
（内）ࠇ 10:31.7/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石、νϟーτ、
৭ཻをࠇ 3ˋఔؚむ

206 ̧̣
42

ਂു ʵ ʵ 12/12 ఈ部 ʵ ʵ ʵ փ（֎） 10:35/1
（内）փ 10:34/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む、Ӣ片ؚむ

ઑఈ、ඃ痕跡
著ݦ

207 ̧̣
42

ਂു ʵ ʵ 12/12 ఈ部 ʵ ʵ ʵ （֎） 10:34/4（内）
ࠇ 2.5:3/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む、Ӣ片ʵ֯ર石
をわずかにؚむ

ؙఈ

208 ̧̣
42

ਂു ʵ ఈ 3.2 ఈ
4/12

ఈ部 ʵ ʵ ʵ （֎）փԫ 2.5:6/2
（内）ࠇ 2.5:2/1

ܘ 1 ～ 5mm ఔの֯
ર石を 3ˋఔؚむ

平ఈ

209 ̧̣
42

ਂു ʵ ఈ 4.2 6/12 ఈ部 ʵ ʵ ʵ （֎）҉փԫ 2.5:4/1
（内）ԫփ 2.5:5/1

ܘ 1 ～ 2mm ఔの֯
ર石、石を 10ˋఔ
ؚむ、Ӣ片ؚむ

やや上͛ఈؾຯ

210 ̧̣
42

ਂു ʵ ʵ ʵ ମ部 ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）փԫ
2.5:6/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石、νϟーτ
を 20ˋఔؚむ

縄文でࢪ文
北ന上層式か

ද̑　出土土器؍ද（縄文土器）
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報告
番号

出土
遺構 器種 類 ܘޱ

（Dm）
存
 部位 ԑ部ޱ

の形ঢ়
ԑ部ޱ
のࠁ

ತଳの
ࠁ ৭調 土 ٕ法上の特等

211 ̧̣
42

ਂു ʵ ʵ ʵ ମ部 ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）փԫ
2.5:6/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石、νϟーτ
を 20ˋఔؚむ

縄文でࢪ文
北ന上層式か

212 ̧̣
42

ਂു ʵ ʵ ʵ ମ部 ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）փԫ
2.5:6/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石、νϟーτ
を 20ˋఔؚむ

縄文でࢪ文
北ന上層式か

213 ̧̣
42

ਂു ʵ ఈ 7.8 ఈ
3/12

ఈ部 ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）փԫ
2.5:6/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石、νϟーτ
を 20ˋఔؚむ

縄文でࢪ文、
北ന上層式か

214 ̧̣
42

ਂു
　

ᶘ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ 面 ࣈ̙ٯ ʵ （֎）ઙԫᒵ
7.5:38/4（内）փന
7.5:38/2

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石ଟ量Ŋ金Ӣ、
シϟϞοτඍ量

֎དྷ系か

215 ̧̣
42

ਂു ᶘ ʵ 1/12
Ҏ下

ᰍ部ޱ 面 ࣈ̤ ʵ （内 ŋ֎）ࠇ
10:33/2

ܘ 1 ～ 2mm ఔの֯
ર石、石を 15ˋఔ
ؚむ、Ӣ片ଟ量

216 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ ؙ なし ̙ࣈ（内 ŋ֎）҉փԫ
2.5:2/1

ܘ 1 ～ 2mm ఔの石
ӳ、石、Ӣを３
ˋఔؚむ

217 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ 面 ࣈ̫ ࣈ̫ （内 ŋ֎）҉փԫ
2.5:5/2

、4mmの֯ર石～1ܘ
石を 5ˋఔؚむӢ
片ଟ量

218 ̧̣
42

ਂു ᶗ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ 面 ࣈ̙ ࣈ̙ （内 ŋ֎）փԫ
2.5:7/2

、4mmఔの石ӳ～1ܘ
石、νϟーτを 20
ˋఔؚむ

ԑ部下まޱ
でέズリ

219 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ ʵ 1/12
Ҏ下

ᰍ部ޱ 面 ࣈ̙ ࣈ̤ （֎）にぶいԫᒵ
10:37/3（内）ࠇ
10:32/1

ܘ 1 ～ 2mm の石ӳ、
石を 5ˋఔؚむ

220 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ̘か 25.8 3/12 ᰍ部ޱ 面 ̙ࣈ ̙ࣈ（֎）҉փԫ 2.5:5/2
（内）ࠇ 7.5:2/1

ܘ 1 ～ 6mm の石ӳ、
石を 5ˋఔؚむ

̎か所にิम
͋り

221 ̧̣
42

ਂു ᶗ̘ ʵ 1.5/12 ～ᰍޱ
部

面 なし খ̙ࣈ（内 ŋ֎）ࠇ
10:33/1

ܘ 1 ～ 5mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む。Ӣ片ؚむ

εε・コήがݦ
著にる

222 ̨̭
40

ਂു
　

ʵ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ ؙ ࣈ̞ ʵ （内 ŋ֎）ԫփ
2.5:5/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石、Ӣ、֯
ર石を 5ˋఔؚむ

֎面に痕

223 ̧̣
42

ਂു
　

ʵ ʵ 1/12
Ҏ下

部 ʵ ʵ ʵ 内面にݦ著に೪
土合痕跡る

224 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ 22.2 2/12 ᰍ部ޱ 面 なし なし （֎）ԫփ 2.5:4/1　
（内）҉փԫ 2.5:5/2

～̍ܘ 2mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む

225 ̧̣
42

ਂു ᶗ ʵ 1.5/12 ᰍ部ޱ 面 なし なし （内 ŋ֎）ࠇ
10:32/1

ܘ 1 ～ 2mm ఔの
石を 10ˋఔؚむ

内面にઢをも
ͭ

226 ̧̣
42

ਂു
　

ᶗ 24.7 1.5/12 ᰍ部ޱ ؙ なし なし （֎）҉փԫ 2.5:5/2
（内）փԫ 2.5:6/2

ܘ 1 ～ 2mm の石ӳ、
石を 3ˋఔؚむ

内面にઢをも
ͭ

227 ̧̣
42

ઙു ̖̰ （14.4）1/12
Ҏ下

ԑ部ޱ ֎ં なし ʵ ࠇ（֎） 2.5:3/（内）
ࠇ 2.5:2/1

ܘ 1 ～ 2mm の石ӳ、
石を 3ˋఔؚむ

৭ຏ研、֎面ࠇ
部にઢۂ۶

228 ̧̣
42

ઙു ̖̰ 17.8 1/12 ～ԑޱ
ମ部

֎ં なし ʵ （֎）ԫփ 2.5:5/1
（内）҉փԫ 2.5:5/2

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石、ࠇ৭ཻを 3ˋఔؚ
む

৭ຏ研ࠇ

229 ̧̣
42

ઙു ̖̰ 22.4 3/12 ～ԑޱ
ମ部

面 なし ʵ ࠇ（֎） 2.5:3/1
（内）ԫփ 2.5:4/1

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石、金Ӣを 3ˋఔ
ؚむ

ԑޱ。৭ຏ研ࠇ
部֎面にઢ

230 ̧̣
42

ઙു ̖̰ 19.9 1/12 ԑ部ޱ ֎ં なし ʵ ࠇ（֎） 2.5:3/1
（内）ԫփ 2.5:4/1

ܘ 1 ～ 5mm ఔの石
ӳ、石、金Ӣを
10ˋఔؚむ

৭ຏ研ࠇ

231 ̧̣
42

ઙു ̖̰ 27.9 5/12 ԑ部ޱ ֎ં なし ʵ ࠇ（֎） 2.5:3/1
（内）ԫփ 2.5:4/1

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石を 3ˋఔؚむ

ԑޱ、৭ຏ研ࠇ
部内面・֎面۶
。部にઢۂ

232 ̧̣
42

ઙു ̖̰ 24.9 ఈ部
Ҏ֎
存

～ԑޱ
ఈ部

֎ં なし なし （内 ŋ֎）ԫփ
2.5:4/1

mm̍ܘ ఔの石ӳ、
石を 3ˋఔؚむ

ԑޱ、৭ຏ研ࠇ
部֎面にషತ
ଳ

233 ̧̣
42

ઙു ̖̱ 28.4 1/12 ～ԑޱ
ମ部

ؙ なし なし （内 ŋ֎）ԫփ
2.5:5/1

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石を 3ˋఔؚむ

ԑ部֎面にషޱ
ತଳ

234 ̧̣
42

ઙു ̖̱ 22.1 1/12 ԑ部ޱ 面 なし ʵ （内 ŋ֎）ԫփ
部ۂ۶）、2.5:4/1
Ҏ下֎面）ઙԫ
2.5:8/4

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石、Ӣ等を 3ˋఔ
ؚむ

৭ຏ研ࠇԑ部ޱ

235 ̧̣
42

ઙു ̖̱ 22.5 1/12 ～ԑޱ
ମ部

ؙ なし ʵ （内 ŋ֎）ԫփ
2.5:5/1

半ਫ਼製。ܘ 1mm Ҏ下
の߭物をわずかにؚ
む

、৭ຏ研ࠇԑ部ޱ
ԑ部内֎面にޱ
ઢ

236 ̧̣
42

ઙു ̖̱ ʵ 1/12
Ҏ下

ԑ部ޱ ؙ なし ʵ （内 ŋ֎）ԫփ
2.5:5/1

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石、Ӣ等を 3ˋఔ
ؚむ

ԑޱ৭ຏ研Ŋࠇ
部内֎面にઢ
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報告
番号

出土
遺構 器種 類 ܘޱ

（Dm）
存
 部位 ԑ部ޱ

の形ঢ়
ԑ部ޱ
のࠁ

ತଳの
ࠁ ৭調 土 ٕ法上の特等

237 ̧̣
42

ઙു ̖̱ ʵ 1/12 ԑ部ޱ ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）ࠇ
2.5:3/1

半ਫ਼製、ܘ 1mm Ҏ下
の߭物をわずかにؚ
む

部にઢۂ۶
࠼る

238 ̧̣
42

ઙു ̖か ఈ 4.1 12/12 ఈ部 ʵ ʵ ʵ （֎）փന 2.5:7/1
（内）ԫփ 2.5:4/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む

内֎面ϛΨΩ

239 ̧̣
42

ઙു ̗ 31.8 2/12 ԑ部ޱ 面 なし なし （内 ŋ֎）ࠇ
2.5:3/1

ܘ 1 ～ 2mm の石ӳ、
石をؚむ、Ӣ片
ؚむ

֎面にεεண、
ਂുか

240 ̧̣
42

ઙു ̘̰ 30.2 6/12 ～ԑޱ
ఈ部

ؙ、ಥى


なし なし փ（֎） 10:34/1
（内）ࠇ 10:31.7/1

Ӣ片ଟ量にؚむ、
֯ર石を少量ؚむ

ԑ部内֎面にޱ
షತଳ、内面
にઢ、山形の
ಥىをޱԑ部に
ష、֎面にম
成ޙઠ͋り

241 ̧̣
42

ઙു ̘̱ ʵ 1/12
Ҏ下

ԑ部ޱ ֎ં なし ʵ （֎）ԫփ 2.5:4/1
（内）ࠇ 2.5:3/1

ܘ 0.5 ～ 1mm ఔの
ന৭ཻ、石ӳ、1mm
ఔのࠇ৭ཻ（֯ર
石か）ؚむ

ঢ়ޱԑ方形ઙ
ുか

242 ̧̣
42

ઙു ̘か ʵ ʵ ԑ部ޱ リϘンঢ়
ಥى

なし ʵ （内 ŋ֎）ࠇ
2.5:4/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ ŋ石 ŋӢ等を
20ˋҎ上ఔؚむ

リϘンঢ়のಥى
をޱԑ部にష
ԑ部内面ઢޱ

243 ̧̣
42

ઙു ̘か ఈ 5.5 ఈ
7/12
ମ　
下半
4/12

ମ～ఈ
部

ʵ ʵ ʵ （֎）҉փԫ 2.5:4/2
（内）փ 10:34/1

ܘ 1 ～ 2mm ఔの֯
ર石、石を 5ˋఔؚ
む

244 ̧̣
42

ઙു ̚ 14.4 2/12 ～ᰍޱ
部

ؙ なし なし （֎ ŋ内）ࠇ
2.5:3/1

ややૈ、ܘ 1mm ఔ
の֯ર石、Ӣをଟ
量にؚむ

内面にࢦ಄ѹ痕
著ݦ

245 ̧̣
42

ઙു ̛ （14.9）2/12 ～ᰍޱ
部

ؙ なし なし （֎ ŋ内）ࠇ
2.5:3/1

ややૈ、ܘ 1mm ఔ
の֯ર石、Ӣをଟ
量にؚむ

246 ̧̣
42

ઙു ̜ 9.2 1.5/12 ～ᰍޱ
部

面 なし ʵ （֎）փԫ 2.5:7/2
（内）ࠇ 2.5:3/1

ܘ 1 ～ 5mm の石ӳ・
石、くさりを 5ˋ
ఔؚむ

247 ̧̣
42

ઙു ̜ 8.9 4/12 ～ᰍޱ
部

ؙ、ಥى


なし ʵ （֎）にぶいԫᒵ
10:36/3（内）にぶ
いԫᒵ 10:37/3

ܘ 1 ～ 3mm の石、
くさりを 5ˋఔؚむ

ԑ部にリϘンޱ
ঢ়のಥىష

248 ̨̙
38

ਂു ᶗ 24.8 1.5/12 ᰍ部ޱ ؙ なし なし （内 ŋ֎）Φリーϒ
 2.5:4/4

ややີ、ܘ 0.5mm ఔ
の֯ર石、Ӣଟ
量

֎面に痕

249 ̨̙
38

ਂു
　

ᶗ̖̰ 24.8 2/12 ～ᰍޱ
部

ؙ ࣈ̙ খ̙ࣈ（֎）Φリーϒ
2.5:4/4（内）ԫ
2.5:5/3

ܘ 1 ～ 8mm ఔの֯
ર石を 10ˋఔؚむ

250 ̨̙
38

ਂു ᶗ̖̱ 34.2 1.5/12 ～ᰍޱ
部

ؙ なし なし （֎）ԫ 2.5:5/3
（内）Φリーϒ
2.5:4/3

ܘ 1 ～ 3 ̼ m ఔの
֯ર石を 3ˋఔؚむ

251 ̨̙
38

ਂു ᶗ ʵ 1/12
Ҏ下

ᰍ部ޱ 面 なし ࣈ̤ （内 ŋ֎）ԫ
2.5:5/3

ܘ 1 ～ 5mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む、Ӣ片ۇかにみ
られる

252 ̨̙
38

ਂു ᶗ ʵ 1/12
Ҏ下

ᰍ部ޱ 面 ࣈ̤ ࣈ̫ （内 ŋ֎）ઙԫ
2.5:7/3

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 5ˋఔؚむ

253 ̨̙
38

ਂു ᶗ̖ ʵ 1/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̫ なし （֎）փԫ 2.5:6/2	
内）にぶいԫ
2.5:6/3

ܘ 1 ～ 5mm の石ӳ、
石を 7ˋఔؚむ、Ӣ
片ややؚむ

254 ̨̙
38

ਂു ̖̰ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）Φリーϒ
 2.5:4/3

ܘ 1mm ఔの֯ર
石・ࠇӢ、1 ～
3mm ఔの石を 10
ˋఔؚむ

部に竹ۂ۶
ಥ

255 ̨̙
38

ਂു ̖̲ ʵ 1/12 ～ᰍޱ
部

ʵ ʵ ʵ （֎）にぶいԫ
10:34/3（内）҉
10:33/3

ܘ 1 ～ 5mm ఔの֯
ર石を 10ˋఔؚむ、
Ӣ片ଟ

ೋತଳ文ਂു

256 ̨̙
38

ਂു ̖̱ ʵ 1/12 ～ᰍޱ
部

ʵ ʵ ʵ （֎）にぶいԫ
10:34/3（内）҉
10:33/3

ܘ 1 ～ 5mm ఔの֯
ર石を 10ˋఔؚむ、
Ӣ片ଟ

257 ̨̙
38

ਂു ᶗ̚か 11.4 1/12 ᰍ部ޱ ؙ なし 不明 （֎）ઙԫ 2.5:7/3
（内）ࠇ 2.5:3/1

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石、シϟϞοτを
わずかにؚむ

半ਫ਼製

258 ̨̙
38

ઙു ̖̱か ʵ 1/12
Ҏ下

ମ部 ʵ ʵ ʵ （֎）にぶいԫ
2.5:6/3（内）փԫ
2.5:6/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石、Ӣを 10
ˋఔؚむ

部֎面にۂ۶
ઢ
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報告
番号

出土
遺構 器種 類 ܘޱ

（Dm）
存
 部位 ԑ部ޱ

の形ঢ়
ԑ部ޱ
のࠁ

ತଳの
ࠁ ৭調 土 ٕ法上の特等

259 ̨̙
38

ઙു ̘̱ ʵ 1/12
Ҏ下

ԑ部ޱ ؙ なし なし （内 ŋ֎）ࠇ
2.5:3/1

Ӣ片をଟ量にؚࠇ
む、ۇかに֯ર石ؚ
む

ಥىঢ়のష、
内面ઢ・ತଳ

260 ̨̙
38

ઙു ̙ （32.2）3/12 ԑ部ޱ 面 なし なし （内 ŋ֎）ࠇ
2.5:3/1

Ӣ片をଟ量にؚࠇ
む、ۇかに֯ર石ؚ
む

内֎面షತଳ

261 ̨̭
40

ਂു
　

ᶗ̙ 28.9 2/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̤ ࣈ̙ （֎）にぶいԫ
2.5:6/3（内）փԫ
2.5:6/2

ܘ 1 ～ 4mm ఔの石
ӳ、石、νϟーτ
15ˋఔؚむ、石
がଟい

ᰍ部内面までޱ
έズリ͋͛る

262 ̨̭
40

ਂു
　

ᶗ ʵ 1/12
Ҏ下

ᰍ部ޱ ؙ なし ࣈ̘ （֎）にぶいԫᒵ
10:37/3（内）ઙԫ
2.5:7/3

ܘ 1 ～ 5mm ఔの石
ӳ、石を 15ˋఔؚ
む、不ಁ明の߭物ଟ


263 ̨̭
40

ਂു ᶗ̖̰ 29.0 ޱ�
6/12
ఈ
12/12
ମ
6/12�

～ᰍޱ
部

ؙ なし খ̙ࣈ（֎）にぶいԫᒵ
10:37/4（内）にぶ
いԫᒵ 10:7/2

ややૈ、ܘ 1 ～ 5mm
ఔの֯ર石、石ӳ ŋ
石をଟ量にؚむ

264 ̨̭
40

ਂു
　

ᶘ̖̰ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ 面 ࣈ̫ ʵ （内 ŋ֎）փԫ
10:34/2

ܘ、ૈ 1 ～ 3mm ఔ
のӢ、֯ર石、
石を 20ˋఔؚむ

ᰍ部痕、۶ޱ
ࠁࣈ部に̙ۂ

265 ̨̭
40

ਂു
　

ᶘ̖̰ 22.7 5/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̫ ʵ （内 ŋ֎）փԫ
10:34/2

ܘ、ૈ 1 ～ 3mm ఔ
のӢ、֯ર石、
石を 20ˋఔؚむ

ᰍ部痕。۶ޱ
ࠁࣈ部に̙ۂ
ԑ部いͼͭޱ

266 ̨̭
40

ਂു
　

ᶘ ʵ 2/12 ᰍ部ޱ 面 ᶛࣈ ʵ （֎）փԫ
10:34/2（内）ԫ
2.5:5/3

ܘ 1 ～ 5mm ఔの֯
ર石、石を 20ˋఔ
ؚむ

ᰍ部痕ޱ

267 ̨̭
40

ਂു
　

ᶗ̙ 46.0 3/12 ～ᰍޱ
部

面 ࣈ̫ ࣈ̫ （֎）փԫ 2.5:7/2
（内）ઙԫ 2.5:7/3

ܘ 1 ～ 5mm ఔの石
ӳ・石、νϟーτ
類を 20ˋఔؚむ

268 ̨̭
40

ਂു
か

ʵ ʵ 1/12
Ҏ下

ᰍޱ
部ʁ

面 ࣈ̫ ʵ ࠇ（֎） 2.5:3/1
（内）ࠇ 2.5:3/2

ܘ 1 ～ 2mm ఔの֯
ર石を 3ˋఔؚむ、Ӣ
片ଟ量

内面έズリか

269 ̨̭
40

ਂു
　

ʵ ʵ �ఈ
12/12
ମ
6/12�

ఈ部 ʵ ʵ ʵ （֎） 7.5:34/6（内）
փ :34/1

ܘ 1 ～ 5mm ఔの石
ӳ、石を 15ˋఔؚ
む、少ないが֯ર石
ؚむ

270 ̨̭
40

ᆵか ʵ ʵ 不明 部ʁ ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）にぶいԫ
ᒵ 10:36/4

ܘ 1mm ఔの֯ર
石、石を 5ˋఔؚむ

ԁ形のු文ష

271 ̨̭
40

ઙു ̗ （34.0）2/12 ～ԑޱ
ମ部

面 なし ʵ ࠇ（֎） 2.5:3/2
（内）にぶいԫᒵ
10:36/3

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石をଟ量にؚむ

272 ̨̭
40

ઙു ̚ 12.9 5.5/12 ～ᰍޱ
部

ؙ なし ʵ ࠇ（֎） 2.5:3/2
（内）ࠇ 2.5:3/1

ややૈ、֯ર石がଟ
い

内面にࢦ಄ѹ痕
著ݦ

273 ̨̭
40

ઙു ̝ ʵ 1/12 ԑ部ޱ ؙ、ಥى


なし なし （֎） 10:34/4（内）
にぶいԫᒵ 10:35/4

ܘ 1 ～ 5mm ఔの֯
ર石、石を 15ˋఔ
ؚむ

షىԑ部にಥޱ


274 ̨̭
40

ઙു ̝ ʵ 1.5/12 ԑ部ޱ 面、ಥى


なし なし （֎） 10:34/4（内）
にぶいԫᒵ 10:35/4

ܘ 1 ～ 5mm ఔの֯
ર石、石を 15ˋఔ
ؚむ

ԑ部にリϘンޱ
ঢ়のಥىష

275 ̨̭
43

ਂു
　

ᶘ̖̰ ʵ 1/12
Ҏ下

～ᰍޱ
部

ʵ ʵ ʵ （֎）にぶいԫ
2.5:6/3（内）ԫփ
2.5:4/1

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石を 2ˋఔؚむ

276 ̨̭
43

ਂു
　

ᶗ ʵ 1/12
Ҏ下

ᰍ部ޱ 面 ࣈ̙ ࣈ̙ （֎）҉փԫ 2.5:5/2
（内）ԫփ 2.5:4/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む、石がଟい

277 ̨̭
43

ਂു
　

ᶗ ʵ 1/12 ᰍ部ޱ 面 ࣈ̙ ࣈ̙ （֎）փԫ 2.5:6/2
（内）փԫ 2.5:7/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 5ˋఔؚむ
Ӣ片ؚむ

278 ̨̭
43

ਂു
　

ᶗ ʵ 1/12
Ҏ下

ᰍ部ޱ 面 ࣈ̙ٯ なし （֎）փԫ
10:36/2（内）փ
10:34/1

ܘ 1mm ఔの石ӳ、
石、くさりを 5ˋ
ఔؚむ、Ӣ片ؚむ

279 ̨̭
43

ᆵか ʵ ʵ 1/12
Ҏ下

ԑ部ޱ ؙ ʵ ʵ （内 ŋ֎）փ
10:35/1

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 15ˋఔؚ
む、ۇかにӢ片ؚ
む

280 ̨̭
43

ਂു
か

ʵ ʵ 1/12
Ҏ下

部 ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）にぶいԫ
2.5:6/3

ܘ 1 ～ 5mm ఔの石
ӳ、石を 15ˋఔؚ
む、Ӣ片ؚむ

ೋຕԡѹによ
るࢪ文か

281 ̨̭
43

ઙു
か

ʵ ʵ 不明 ମ部 ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）ࠇ
10:31.7/1

半ਫ਼製、̍ܘmm Ҏ
下のࠇ৭ཻをわずか
にふくむ

৭ຏ研ࠇ
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報告
番号

出土
遺構 器種 類 ܘޱ

（Dm）
存
 部位 ԑ部ޱ

の形ঢ়
ԑ部ޱ
のࠁ

ತଳの
ࠁ ৭調 土 ٕ法上の特等

282 ̨̭
43

ઙു ̙ （37.0）1/12 ԑ部ޱ 面 なし なし ࠇ（֎） 2.5:3/2
（内）҉փԫ 2.5:4/2

Ӣ片ଟ量にؚむ、
わずかに֯ર石をؚ
む

半ਫ਼製

283 แؚ
層

ਂു
　

ᶗ̖̰ 32.5 7/12 ～ᰍޱ
部

ؙ なし なし （֎）҉Φリーϒ
2.5:3/3（内）փԫ
2.5:7/2

0.5 ～ 2mm のന৭ཻ、
1mm ఔのӢもଟ
くؚむ

284 แؚ
層

ਂു
　

ᶘ̖̰ 18.7 3/12 ～ᰍޱ
部

ؙ なし ʵ （内 ŋ֎）փന
2.5:8/2

ܘ 1 ～ 5mm の石ӳ、
石を 15ˋఔؚむ

285 แؚ
層

ਂു ̖̰ ʵ 1/12
Ҏ下

～ᰍޱ
部

ʵ ʵ ʵ ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む

286 แؚ
層

ਂു ̖̰ ʵ 1/12
Ҏ下

～ᰍޱ
部

ʵ ʵ ʵ （֎）փԫ
10:36/2（内）փന
2.5:8/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む

287 แؚ
層

ઙു ̘̱ ʵ 1/12 ԑ部ޱ ؙ、ಥى


なし なし （内 ŋ֎）ࠇ
2.5:3/1

ややີ、֯ર石ʵӢ
をଟくؚむ

288 ̧̣
42

土偶 ʵ ʵ ʵ かࠨ ʵ ʵ ʵ （内 ŋ֎）にぶいԫ
ᒵ 10:37/2

ܘ 1 ～ 3mm ఔの石
ӳ、石を 10ˋఔؚ
む



ਤ ɹ ɹ ɹ ൛



ਤ൛第 1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̞ 地区શܠ（西から）

（2）̞ 地区શܠ（北東から）



ਤ൛第 � ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̞ 地区શܠ（南から）

（2）̞ 地区島畑54શܠ（北東から）

（3）̞ 地区島畑54土層அ面　　　
（北西から）



ਤ൛第 �ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̞ 地区島畑55શܠ（北西から）

（2）̞ 地区島畑55土層அ面（東から）

（3）̞ 地区島畑56શܠ（北西から）



ਤ൛第 4 ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̞ 地区島畑56土層அ面（西から）

（2）̞ 地区島畑57શܠ（南西から）

（3）̞ 地区島畑57土層அ面（西から）



ਤ൛第 �ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（3）

（1）̞ 地区島畑58શܠ（南西から）

（2）̞ 地区島畑58土層அ面（西から）

（3）̞ 地区溝ঢ়遺構̨̙06શܠ　
（北西から）



ਤ൛第 � ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̞ 地区溝ঢ়遺構̨̙07શܠ　
（南西から）

（2）̞ 地区溝ঢ়遺構̨̙08શܠ　
（南西から）

（3）̞ 地区溝ঢ়遺構̨̙09શܠ　
（北西から）



ਤ൛第 7ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区（南半部）島畑59શܠ（西から）

（2）̟ 地区（南半部）島畑59શܠ（北から）



ਤ൛第 � ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区（北半部）島畑59શܠ（南西から）

（2）̟ 地区（北半部）島畑59શܠ（南から）



ਤ൛第 �ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区（南半部）島畑59શܠ　　
（南東から）

（2）̟ 地区（北半部）島畑59શܠ　　
（北から）

（3）̟ 地区（北半部）島畑59શܠ　　
（北東から）



ਤ൛第 1� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（2）

（3）

（1）̟ 地区南น土層அ面（北から）

（2）̟ 地区島畑59（西半部）土層அ面
（北から）

（3）̟ 地区溝̨̙01HʵHʟ土層அ面
（北から）



ਤ൛第 11ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙01fʵfʟ土層அ面
（北から）

（2）̟ 地区溝̨̙02土層அ面　　
（南から）

（3）̟ 地区溝̨̙02bʵbʟ土層அ面
　　（北から）



ਤ൛第 1� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区島畑அちׂりঢ়گ　　
（南東から）

（2）̟ 地区島畑59அちׂり土層அ面
（南から）

（3）̟ 地区下層அちׂりঢ়گ　　
（南から）



ਤ൛第 1�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙04શܠ（南から）

（2）̟ 地区溝̨̙04શܠ（上が西）



ਤ൛第 14 ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙04શܠ（北西から）

（2）̟ 地区溝̨̙04શܠ（南東から）



ਤ൛第 1�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙04શܠ（北西から）

（2）̟ 地区溝̨̙04建ங部ࡐ出土ঢ়گ（北東から）



ਤ൛第 1� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙04検出ঢ়گ　　
（南から）

（2）̟ 地区溝̨̙04aʵaʟ土層அ面
（南東から）

（3）̟ 地区溝̨̙04bʵbʟ土層அ面
（南から）



ਤ൛第 17ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙04土器̍܈出土　
ঢ়گ（北東から）

（2）̟ 地区溝̨̙04土器̍܈出土　
ঢ়گ（北西から）

（3）̟ 地区溝̨̙04土器̎܈出土　
ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 1� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙04不明༗機࣭製品
出土ঢ়گ（北から）

（2）̟ 地区溝̨̙04不明༗機࣭製品
出土ঢ়گ（北東から）

（3）̟ 地区溝̨̙04不明土製品出土
ঢ়گ（北東から）



ਤ൛第 1�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙04建ங部ࡐ出土　
ঢ়گ（北西から）

（2）̟ 地区溝̨̙04建ங部ࡐ出土　
ঢ়گ（南西から）

（3）̟ 地区溝̨̙04ߌ出土ঢ়گ　
（北西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̟ 地区溝̨̙04۷ঢ়گ　　
（南東から）

（2）̟ 地区溝̨̙04ߌ検出ঢ়گ　　
（北西から）

（3）̟ 地区溝̨̙04ۀ࡞෩ܠ　　　
（北西から）



ਤ൛第 �1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̍区શܠ（北から）

（2）, ̍区島畑62・63શܠ（北から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̍区島畑63શܠ（東から）

（2）̠ ̍区島畑63શܠ（東から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̍区島畑64・65શܠ（南から）

（2）̠ ̍区島畑66、溝ঢ়遺構̨̙05શܠ（南から）



ਤ൛第 �4 ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（3）

（1）̠ ̍区島畑61土層அ面（西から）

（2）̠ ̍区島畑64શܠ（東から）

（3）̠ ̍区島畑65、溝ঢ়遺構̨̙03
શܠ（南東から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（2）

（3）

（1）̠ ̍区島畑65શܠ（東から）

（2）̠ ̍区溝ঢ়遺構̨̙03શܠ
（東から）

（3）̠ ̍区溝ঢ়遺構̨̙03土層அ面
（西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̍区土坑̨̠15۷ঢ়گ　
（東から）

（2）̠ ̍区溝̨̙16۷ঢ়گ　　
（南東から）

（3）̠ ̍区下層遺構確認ঢ়گ　　
（東から）



ਤ൛第 �7ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̎区શܠ（北から）

（2）̠ ̎区શܠ（南から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̎区島畑65・68、溝ঢ়遺構̨̙20શܠ（南西から）

（2）̠ ̎区島畑67、溝ঢ়遺構̨̙22શܠ（北西から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̎区島畑65શܠ（西から）

（2）̠ ̎区島畑68શܠ（西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̎区島畑67શܠ（西から）

（2）̠ ̎区島畑63・67શܠ（南から）



ਤ൛第 �1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（2）

（3）

（2）̠ ̎区島畑67、溝ঢ়遺構̨̙46
શܠ（南西から）

（3）

（1）̠ ̎区島畑63શܠ（西から）

（3）̠ ̎区島畑68、溝ঢ়遺構̨̙20
શܠ（北西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（2）（2）

（1）̠ ̎区島畑65શܠ（南西から）

（2）̠ ̎区島畑66、溝ঢ়遺構̨̙18
શܠ（南西から）

（3）̠ ̎区島畑66શܠ（南西から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̎区ম土坑̨̭30～32検出   
ঢ়گ（西から）

（2）̠ ̎区ম土坑̨̭30土層அ面
（南西から）

（3）̠ ̎区ম土坑̨̭30அちׂり　
ঢ়گ（西から）



ਤ൛第 �4 ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̠ ̎区溝̨̙35શܠ（北西から）

（2）̠ ̎区溝̨̙35（֦ு区）શܠ（北西から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（2）̠ ̎区溝̨̙35eʵeʟ土層அ面
（北西から）

（3）̠ ̎区溝̨̙35EʵEʟ土層அ面
（北西から）

（1）̠ ̎区溝̨̙35aʵaʟ土層அ面
（南東から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区શܠ（北東から）

（2）̡ 地区શܠ（北から）



ਤ൛第 �7ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区島畑70શܠ（北から）

（2）-地区島畑71શܠ（南から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区上層遺構શܠ（南東から）

（2）̡ 地区南น土層அ面（北西から）

（3）̡ 地区島畑72土層அ面（北から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区島畑70・72શܠ　　　　
（北西から）

（2）̡ 地区溝ঢ়遺構̨̙10શܠ　　
（西から）

（3）̡ 地区溝ঢ়遺構̨̙10ຏ製石ි
出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 4� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区溝ঢ়遺構̨̙04土層அ面
（北から）

（2）̡ 地区溝ঢ়遺構̨̙10土層அ面
（北西から）

（3）̡ 地区北西部確認調査区શܠ
（南西から）



ਤ൛第 41ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区土坑̨̠09ԕܠ（南から）

（2）̡ 地区溝̨̙22શܠ（南から）

（3）̡ 地区ۀ࡞෩ܠ（西から）



ਤ൛第 4� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40ޙ۷શܠ（東から）

（2）̡ 地区氾濫流路̧̣42શܠ（西から）



ਤ൛第 4�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区氾濫流路̧̣42ޙ۷શܠ（西から）

（2）̡ 地区氾濫流路̧̣42ޙ۷શܠ（東から）



ਤ൛第 44 ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区下層அちׂりۀ࡞෩ܠ
（北西から）

（2）̡ 地区中ԝஅちׂり土層அ面
（東から）

（3）̡ 地区島畑72下層縄文土器出土
　ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 4�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区அちׂりaʵaʟ縄文土器
　出土ঢ়گ（東から）

（2）̡ 地区அちׂりbʵbʟ縄文土器
　出土ঢ়گ（北西から）

（3）̡ 地区அちׂりbʵbʟ縄文土器
　出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 4� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区ম土坑̨̭39શܠ　　
（東から）

（2）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40શܠ　
（東から）

（3）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40શܠ　
（西から）



ਤ൛第 47ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40ޙ۷　
શܠ（北西から）

（2）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土
ঢ়گ（南西から）

（3）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土
ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 4� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土
ঢ়گ（東から）

（2）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土
ঢ়گ（南西から）

（3）̡ 地区落ちࠐみ̨̭40遺物出土
ঢ়گ（南東から）



ਤ൛第 4�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38、落ち　
（北西から）ܠみ̨̭40શࠐ

（2）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38શܠ　　
（西から）

（3）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38aʵaʟ　
土層அ面（南西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38中ԝ土層
அ面（西から）

（2）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38土層அ面
（西から）

（3）̡ 地区ࣗવ流路̧̣38縄文土器
出土ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 �1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区氾濫流路̧̣42શܠ　
（東から）

（2）̡ 地区氾濫流路̧̣42શܠ　
（北から）

（3）̡ 地区氾濫流路̧̣42ޙ۷　
શܠ（西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区̧̣42ޙ۷શܠ　　
（北西から）

（2）̡ 地区̧̣42東น土層அ面　　
（西から）

（3）̡ 地区̧̣42東น土層அ面　　
（西から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ
（北から）

（2）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ
（南から）

（3）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ
（南から）



ਤ൛第 �4 ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ
（南から）

（2）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ
（北から）

（3）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ
（南から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̡ 地区̧̣42縄文土器出土ঢ়گ
（南から）

（2）̡ 地区̧̣42ᓄঢ়木製品出土　
ঢ়گ（北から）

（3）̡ 地区̧̣42縄文土器・ᓄঢ়　
木製品出土ঢ়گ（南から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）（1）̡ 地区̧̣42縄文土器・ᓄঢ়　
木製品出土ঢ়گ（北から）

（2）̡ 地区石᭲出土ঢ়گ（南から）

（3）̡ 地区石᭲出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 �7ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）/地区શܠ（北から）

（2）̣ 地区島畑74～76શܠ（北西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）

（2）

（1）̣ 地区શܠ（北から）

（2）̣ 地区શܠ（北西から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）

（2）

（1）̣ 地区島畑73શܠ（北西から）

（2）̣ 地区島畑74、溝ঢ়遺構̨̙02શܠ（北西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̣ 地区島畑75શܠ（北から）

（2）̣ 地区島畑76શܠ（北西から）



ਤ൛第 �1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（2）

（3）

（1）̣ 地区北น土層அ面（南東から）

（2）̣ 地区島畑74～76、溝ঢ়遺構̨
̙02・04શܠ（東から）

（3）̣ 地区溝ঢ়遺構̨̙04遺物出土
ঢ়گ（東から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）

（3）

（1）̣ 地区島畑73～75શܠ　　　
（南西から）

（2）̣ 地区島畑73શܠ（南西から）

（3）̣ 地区溝ঢ়遺構̨̙32શܠ　
（北西から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（2）

（1）̣ 地区島畑74・75શܠ（南から）

（2）̣ 地区島畑74北半部શܠ　　　
（南から）

（3）̣ 地区ۀ࡞෩ܠ（北から）



ਤ൛第 �4 ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̣ 地区島畑75ૉ۷り溝土層அ面
（南から）

（2）̣ 地区島畑75ૉ۷り溝土層அ面
（南から）

（3）̣ 地区島畑75ૉ۷り溝土層அ面
（南から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̣ 地区土坑̨̠35શܠ（北から）

（2）̣ 地区土坑̨̠35遺物出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̣ 地区柱穴̨̥97土層அ面　　
（北東から）

（2）̣ 地区柱穴̨̥98土層அ面　　
（北から）

（3）̣ 地区溝̨̙38શܠ（北西から）



ਤ൛第 �7ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̣ 地区土坑̨̠35土層அ面　　
（北から）

（2）̣ 地区土坑̨̠36遺物出土ঢ়گ
（北西から）

（3）̣ 地区土坑̨̠95遺物出土ঢ়گ
（西から）



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̣ 地区土坑̨̠90遺物出土ঢ়گ
（東から）

（2）̣ 地区土坑̨̠90۷ঢ়گ　
（東から）

（3）̣ 地区土坑̨̠105۷ঢ়گ　
（南から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̣ 地区土坑̨̠83遺物出土ঢ়گ
（南から）

（2）̣ 地区土坑̨̠83۷ঢ়گ　
（東から）

（3）̣ 地区北部下層அちׂりঢ়گ
（南から）



ਤ൛第 7� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区શܠ（北から）

（2）̙ ３区શܠ（南から）



ਤ൛第 71ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区島畑84શܠ（西から）

（2）̙ ３区島畑85શܠ（西から）



ਤ൛第 7� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区島畑86～88શܠ（北から）

（2）̙ ３区島畑86શܠ（西から）



ਤ൛第 7�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区島畑87શܠ（西から）

（2）̙ ３区島畑88શܠ（北から）



ਤ൛第 74 ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区北น土層அ面（南から）

（2）̙ ３区島畑83શܠ（北から）

（3）̙ ３区島畑83શܠ（南から）



ਤ൛第 7�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区島畑85土層அ面（西から）

（2）̙ ３区島畑86土層அ面（西から）

（3）̙ ３区島畑87土層அ面（西から）



ਤ൛第 7� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区島畑88・溝ঢ়遺構̨̙02
　土層அ面（西から）

（2）̙ ３区溝ঢ়遺構̨̙04土層அ面
（西から）

（3）̙ ３区溝ঢ়遺構̨̙08土層அ面
（西から）



ਤ൛第 77ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（2）

（3）

（1）̙ ３区溝̨̙42શܠ（東から）

（2）̙ ３区溝̨̙42土層அ面　　
（西から）

（3）̙ ３区溝̨̙42遺物出土ঢ়گ
（南東から）



ਤ൛第 7� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区溝̨̙40શܠ（北西から）

（2）̙ ３区溝̨̙40遺物出土ঢ়گ（南東から）



ਤ൛第 7�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区溝̨̙40土層அ面　　
（南から）

（2）̙ ３区溝̨̙40土層அ面　　
（南東から）

（3）̙ ３区溝̨̙40北น遺物出土ঢ়
（南から）گ



ਤ൛第 �� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区溝̨̙40遺物出土ঢ়گ
（東から）

（2）̙ ３区溝̨̙40遺物出土ঢ়گ
（西から）

（3）̙ ３区溝̨̙40（東半部）શܠ
（東から）



ਤ൛第 �1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

（1）̙ ３区溝̨̙40（東半部）遺物　
出土ঢ়گ（北から）

（2）̙ ３区下層அちׂりঢ়گ　　
（南東から）

（3）̙ ３区下層அちׂりঢ়گ　　　
（南から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）

（2）

（1）̝ 地区北半部શܠ（南東から）

（2）̝ 地区北半部શܠ（南から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）

（2）

（1）̝ 地区島畑96શܠ（東から）

（2）̝ 地区島畑97શܠ（東から）



ਤ൛第 �4ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区島畑98શܠ（東から）

（2）̝ 地区島畑99શܠ（東から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区南半部શܠ（西から）

（2）̝ 地区南半部શܠ（上が東）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区南半部શܠ（北から）

（2）̝ 地区島畑100શܠ（東から）



ਤ൛第 �7ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区島畑101શܠ（東から）

（2）̝ 地区島畑25શܠ（南から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区北半部શܠ（南東から）

（2）̝ 地区北半部શܠ（北東から）

（3）̝ 地区島畑96土層அ面（東から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（3）

（1）̝ 地区島畑97土層அ面（東から）

（2）̝ 地区島畑98土層அ面（東から）

（3）̝ 地区島畑98上面検出ϐοτ܈
શܠ（南東から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（2）

（3）

（1）̝ 地区島畑99土層அ面（東から）

（2）̝ 地区溝ঢ়遺構̨̙02土層அ面
（東から）

（3）̝ 地区溝ঢ়遺構̨̙02上面　　
ૉ۷り溝܈શܠ（東から）



ਤ൛第 �1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）

（2）

（1）̝ 地区溝ঢ়遺構̨̙04土層அ面
（東から）

（2）̝ 地区北น東半部土層அ面　
（南から）

（3）̝ 地区南น土層அ面（北から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（3）

（1）̝ 地区南半部શܠ（南東から）

（2）̝ 地区島畑101શܠ（北西から）

（3）̝ 地区溝ঢ়遺構̨̙50上面　　
ૉ۷り溝܈શܠ（東から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）

（2）

（1）̝ 地区溝̨̙25શܠ（西から）

（2）̝ 地区溝̨̙25શܠ（北から）



ਤ൛第 �4ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25木ࡐ出土ঢ়گ（北西から）

（2）̝ 地区溝̨̙25木ࡐ出土ঢ়گ（北西から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）

（2）

（1）̝ 地区溝̨̙25ޙ۷શܠ（北西から）

（2）̝ 地区溝̨̙25ޙ۷શܠ（北西から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25木ࡐ出土ঢ়گ
（北西から）

（2）̝ 地区溝̨̙25木ࡐ出土ঢ়گ
（南東から）

（3）̝ 地区溝̨̙25۷ঢ়گ　　
（南から）



ਤ൛第 �7ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25aʵaʟ土層அ面
（南東から）

（2）̝ 地区溝̨̙25bʵbʟ土層அ面
（南東から）

（3）̝ 地区̨̭43aʵaʟ土層அ面　
（南東から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25ଐ土坑ঢ়　　
遺構̨̭44内খ土坑土層அ面　

（北から）

（2）̝ 地区溝̨̙25ଐ土坑ঢ়遺構
̨̭43શܠ（東から）

（3）̝ 地区溝̨̙25ଐ土坑ঢ়遺構
̨̭43遺物出土ঢ়گ（北から）



ਤ൛第 ��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25遺物出土ঢ়گ
（北から）

（2）̝ 地区溝̨̙25遺物出土ঢ়گ
（北から）

（3）̝ 地区溝̨̙25遺物出土ঢ়گ
（北から）



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（北東から）

（2）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ木製品出土ঢ়گ（北西から）



ਤ൛第 1�1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ
木製品出土ঢ়گ（東から）

（2）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ
木製品出土ঢ়گ（北西から）

（3）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ
木製品出土ঢ়گ（北東から）



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ
木製品部֦大（南東から）

（2）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ
木製品部֦大（南東から）

（3）̝ 地区溝̨̙25方形組み合わせ
木製品部֦大（南東から）



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̝ 地区溝̨̙25溝ఈ土坑̨̭56検出ঢ়گ（南東から）

（2）̝ 地区溝̨̙25溝ఈ土坑̨̭56શܠ（西から）



ਤ൛第 1�4ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̚ ９区島畑102શܠ（北東から）

（2）̚ ９区下層遺構面શܠ（北から）



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̚ ９区島畑102શܠ（北から）

（2）̚ ９区溝̨̙07検出ঢ়گ　　　
（北東から）

（3）̚ ９区溝̨̙07土層அ面　　
（南から）



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̚ ９区南น土層அ面（北東から）

（2）̚ ９区۷ঢ়گ（北東から）

（3）̚ ９区ۀ࡞෩ܠ（南から）



ਤ൛第 1�7ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

（1）̚ 10区શܠ（北から）

（2）̚ 10区島畑103શܠ（北から）

（3）̚ 10区西น土層அ面（南東から）



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̒࣍

（1）̗ ̐区上層遺構શܠ（南西から）

（2）̗ ̐区下層遺構શܠ（南西から）



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̒࣍

（1）̗ ̐区島畑30શܠ（南から）

（2）̗ ̐区島畑89શܠ（南から）



ਤ൛第 11�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̒࣍

（1）̗ ̐区北西น土層அ面（南から）

（2）# ̐区北西น土層அ面（西から）

（3）̗ ̐区島畑30શܠ（北から）



ਤ൛第 111ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̒࣍

（2）

（1）̗ ̐区溝̨̙04શܠ（南から）

（2）̗ ̐区溝̨̙04遺物出土ঢ়گ
（南から）

（3）̗ ̐区下層શܠ（北東から）



ਤ൛第 11�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̒࣍

（1）̗ ̐区下層遺物出土ঢ়گ　　
（南西から）

（2）̗ ̐区下層遺物出土ঢ়گ　　
（北西から）

（3）̗ ̐区下層遺物出土ঢ়گ　　　
（北西から）



ਤ൛第 11�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍

（1）̙ 地区上層遺構શܠ（東から）

（2）̙ 地区上層遺構શܠ（北から）



ਤ൛第 114ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍

（1）̙ 地区島畑111શܠ（北から）

（2）̙ 地区島畑111શܠ（南から）



ਤ൛第 11�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍

（1）̙ 地区溝ঢ়遺構̨̙02શܠ（北から）

（2）̙ 地区中層遺構面શܠ（北から）



ਤ൛第 11�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍

（1）̙ 地区南半東น土層அ面　　　
（南西から）

（2）̙ 地区島畑111土層அ面　　　
（北から）

（3）̙ 地区溝ঢ়遺構̨̙02土層அ面
（北から）



ਤ൛第 117ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍

（1）̙ 地区島畑27土層அ面ᶃ　
（南から）

（2）̙ 地区島畑27土層அ面ᶄ　
（南から）

（3）̙ 地区島畑27土層அ面ᶅ　
（南から）



ਤ൛第 11�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍

（1）̙ 地区溝̨̙23શܠ（北西から）

（2）̙ 地区土坑ঢ়遺構̨̠25・26・
28શܠ（北東から）

（3）̙ 地区不明遺構̨̭31土層அ面
（東から）



ਤ൛第 11�ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍

（1）̙ 地区下層遺構શܠ（北から）

（2）̙ 地区下層遺構શܠ（南東から）

（3）̙ 地区北น土層அ面（南から）



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

ਫओਆࣾ౦遺跡第̓࣍

（1）̙ 地区溝̨̙30શܠ（北から）

（2）̙ 地区溝̨̙30ۙܠ（北から）

（3）̙ 地区溝̨̙30土層அ面　　
（南から）



ਤ൛第 1�1ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

出土遺物̍
288 288 288 288

310202 309



ਤ൛第 1�� ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第̒࣍

出土遺物̎
56 57 61 64

555452 55



ਤ൛第 1��ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

出土遺物３
527

526

524

524

523

523

522

522

521

521

527

526



ਤ൛第 1�4ɹ৽໊ਆߴಓ࿏උؔۀࣄ遺跡

Լਫओ遺跡第࣍̕

出土遺物̐
525

525

520

519

519

518

518

518

517

517

525

525

519

520
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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６
・９次

みぬしじんじゃひがし
いせき

水主神社東遺跡第
６・７次

きょうとふじょうよ
うしてらだかなお・
いまばし
京都府城陽市寺
田金尾・今橋

きょうとふじょうよ
うしてらだかなお

京都府城陽市寺
田金尾

26207 88 34°50′51″ 135°45′43″

20140409
～

20150306

20150518
～

20160205

15,510

4.540

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６・９
次
水主神社東遺跡
６・７次

集落跡
生産遺跡

弥生～中世 島畑・土坑・柱穴・溝・
流路

縄文土器・弥生土器・土師器・須恵器・
石器・土偶・木製品

所収遺跡名 要 約

下水主遺跡第６・９次

水主神社東遺跡第６・７次

　上層では中世の島畑を検出し、現在の水田畦畔が、造成当初の島畑の位置をおおむね踏
襲していることが確認できた。中層では古墳時代前期の溝や弥生時代の土坑・溝などを検
出した。古墳時代の溝からは用途等は不明ながら「方形組み合わせ木製品」と仮称した木
製品が出土した。また、弥生時代の溝や土坑は調査地の北半部にまとまって存在すること
から周辺に集落の存在が予想される。下層では、調査地の北半部で、「氾濫流路」と呼ぶ洪
水痕跡を確認し、その堆積土から大量の縄文時代晩期の土器が出土し、やはり調査地周辺
に集落の存在が予想される。また、同じ氾濫流路から、関西では類例の少ない遮光器系土
偶の破片が出土した点は特筆される。
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