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ᗎࠉࠉࠉࠉ文

ぼ୰ኸに置し、南部の袖ケ浦市は、千葉県の東ி‴ἢᓊ部のࠉ

ᑠᷬᕝにࡼっ࡚ᙧ成された平㔝、北部の⏿ࡸఫᏯ地し࡚ά⏝さ

れ࡚いྎࡿ地、ᾏᓊ部のᕤᴗ地ᖏから構成され࡚いࡍࡲ。

ばれ、ᑠ河ᕝが入り⤌み、ᾏᓊ⥺に北部のྎ地は袖ࣨ浦ྎ地ࠉ

㏆いいう❧地ⓗなⅬから、ఱ千、ఱ年いった᫇ࡼりඛேが

生άし࡚いた跡がከく見つかっ࡚いࡍࡲ。⌧在でࡶᐇした㏻

⥙を生かし、㒔ᚰに㏆いいう❧地ⓗなⅬからከくのேࠎが生ά

をし、ఫᏯ⾤のᩚഛࡸ袖ケ浦᳝の᳃ᕤᴗᅋ地２期地༊ᕤ事なの㛤

発が㐍ࡴな、日ࡲࠎちのᵝ┦はኚ化し࡚いࡇ。ࡍࡲれらの㛤発に

伴いᾘ⁛し࡚しࡲう遺跡に関し࡚は、㐺ษに記録をࡇࡿࡍで、ඛ

ேがṧした生άの跡を㈐௵をࡶっ࡚後ୡにఏ࡚࠼いかなければな

りࡲせん。

上大城ࡿࡍの度は、資材置場造成に伴い、袖ケ浦市代宿に所在ࡇࠉ

遺跡の発掘調査を行い、報告書をห行ࡇࡿࡍなりࡲした。上大

城遺跡は、㐣ཤの調査におい࡚ᪧ▼器時代からዉⰋ・平Ᏻ時代にか

け࡚の㛗期にΏࡿ生άの跡が見つかっ࡚いࡍࡲ。縄文時代におい

࡚は袖ࣨ浦ྎ地上にᩘከくの遺跡が分ᕸし࡚いࡇࡿがࢃかっ࡚お

り、ᅇの調査におい࡚ࡶ縄文時代早期の炉穴が発見され、ᙜ時の

ᵝ┦を▱ࡿ上でのᵝࠎな成ᯝをᚓࡇࡿができࡲした。

その㔜要ᛶ、୪り、文化財保ㆤࡼࡶし࡚はᮏ書がᏛ⾡資ᩱࠉ

し࡚ᖜ広くά⏝され、袖ケの教育資ᩱࡵたࡿ▱に㒓土のṔྐをࡧ

浦の教育⯡におᙺ❧ちできればᖾいでࡍ。

・ᣦᑟࡈ、でࡲࡿ⮳したが、発掘調査からᮏ書のห行にࡲ後になり᭱ࠉ

した⤌ᒣඹ、千葉県教育ᗇ教育⯆部文化財ࡲ༠ຊをいただきࡈ

ㄢ、୪ࡧに関ಀ者のⓙᵝにᚰからཌくお♩⏦し上ࡍࡲࡆ。

平成ࠉ �� 年２月

袖ケ浦市教育委員会ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ᝅࠉ��教育㛗�ᕝᓥࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ





ゝࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ᮏ書は、千葉県袖ケ浦市久保田代宿入会地ࠉ１ �� 番７に所在ࡿࡍ上大城遺跡（遺跡コード㸸㹑㹅 ���）第

����３ḟ調査の発掘調査報告書であࡿ。

れ、千葉県教育委員会のࢃし࡚行資材置場造成にඛ❧つ調査ࡿࡼ発掘調査は、⤌ᒣඹからの౫㢗にࠉ２

����ᣦᑟのࡶ、袖ケ浦市教育委員会がᐇした。

。ࡿおりであᢸᙜ者は、௨ୗのࡧ発掘調査・ᩚ⌮సᴗの期間ཬ発掘調査面積ࠉ３

ࠉࠝࠉࠉ 調査面積ࠞ��� ㎡

ࠉࠝࠉࠉ 発掘調査期間ࠞ平成 �� 年 �� 月２日～ྠ年 �� 月 �� 日

ࠉࠝࠉࠉ ᢸᙜ者ࠞㅖቚࠉ▱⩏

ࠉࠝࠉࠉ ᩚ⌮సᴗ期間ࠞ平成 �� 年㸷月 �� 日～平成 �� 年１月 �� 日

ࠉࠝࠉࠉ ᢸᙜ者ࠞ大河原ࠉ務

。務がᢸᙜしたࠉᮏ書のᇳ➹は、大河原ࠉ４

ซࠉࠉ

。ࡿ基‽Ⅼ 㔞はୡ⏺ 地ϰ⣔を⏝いた。᪉はᗙᶆ北を⾲し࡚いࠉ１

。ࡿおりであᮏ書で⏝した地ᙧᅗは、௨ୗのࠉ２

������ࠉᅜ土地⌮㝔発行ࠉ第１ᅗࠉࠉ 分の１地ᙧᅗࠕࠉጜᓮࠖ

������ࠉࠉ袖ケ浦市発行ࠉ第２ᅗࠉࠉ 分の１地ᙧᅗࠕࠉθ ��ࠖ

。にྛᅗに᫂記したࡶᅗの⦰ᑻ・ซは遺構・遺物ࠉ３

。ࡿを⾲し࡚いࡇࡴは⫾土に⧄⥔をྵ（ڦ）ࢺࢵ土器ᐇ ᅗの᩿面にしたドࠉ４

。ࡿ㹉ࠖはᨩを♧し࡚いࠕࡿ㹑㹉ࠖは土坑を♧し、遺構ᅗ୰にあࠕᮏ書で⏝した遺構のࠉ５
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ḟࠉ┠ࠉ⾲

⾲出土遺物ほᐹࠉ１⾲

ᅗࠉ┠ࠉ∧ࠉḟ
ᅗ∧１ࠉ調査༊掘ᬒ・検出遺構ࠉ

ᅗ∧２ࠉ出土土器ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
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Ϩ㸬ᗎ❶

１㸬調査に⮳ࡿ経緯

袖ケ浦市久保田代宿入会地ࠉ �� 番７におけࡿ資材置場造成に伴い、平成 �� 年７月 �� 日けで埋蔵文化

財の所在につい࡚の↷会があり、↷会地は࿘▱の遺跡であࡿ上大城遺跡ෆにあたࡿ᪨をᅇ⟅した。

༠㆟を行った⤖ᯝ、地ヨ掘調査をᐇし、その⤖ᯝをཷけ࡚事ᴗ者ࡧ事ᴗのᐇにඛ❧ち、⌧地㋃査ཬࠉ

༊ෆ保存のᥐ置をㅮࡿࡎの⤖ㄽに㐩したࡇから、平成 �� 年㸷月㸷日けで保存༠ᐃを⥾⤖した。

度事ᴗ者、ࡵその後、事ᴗのィ⏬ኚ᭦に伴い、保存༠ᐃの範囲ෆにおい࡚包蔵地掘๐のᚲ要が生じたたࠉ

の⤖ㄽに㐩し、事ᴗ地ෆのࡿࡎの༠㆟を行った⤖ᯝ、記録保存のᥐ置をㅮ ��� ㎡につい࡚☜ㄆ・ᮏ調査

をᐇࡇࡿࡍなった。

。సᴗは袖ケ浦市教育委員会が行った⌮ᩚࡧ発掘調査ཬࠉ

２㸬調査⤌⧊
袖ケ浦市教育委員会

平成 �� 年度（発掘調査）ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ平成 �� 年度（ᩚ⌮సᴗ）

教育㛗ࠉࠉࠉࠉࠉᕝᓥࠉᝅࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ教育㛗ࠉࠉࠉࠉࠉᕝᓥࠉᝅ

教育部㛗ࠉࠉࠉࠉⶱᒣࠉᘯࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ教育部㛗ࠉࠉࠉࠉ㕥ᮌࠉ༤

教育部ḟ㛗ࠉࠉࠉ㕥ᮌࠉ༤ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ教育部ḟ㛗ࠉࠉࠉ᳃田ࠉὈᘯ

教育部ཧ事ව生ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࠉ口ࠉᓫ������教育部ཧ事ව生ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࠉ原田ࠉග㞝ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

副ㄢ㛗ࠉࠉࠉࠉ��西原ࠉᓫᾈࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ副ㄢ㛗ࠉࠉࠉࠉ��西原ࠉᓫᾈ

副主ᖿࠉࠉࠉࠉ��ㅖቚࠉ▱⩏（ᢸᙜ者）ࠉࠉ�副主査ࠉࠉࠉࠉࠉ田୰ࠉ大

副主査ࠉࠉࠉࠉ��田୰ࠉ大ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ副主査ࠉࠉࠉࠉࠉ前田ࠉ㞞அ

副主査ࠉࠉࠉࠉ��前田ࠉ㞞அࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ主௵主事ࠉࠉࠉࠉ大河原ࠉ務（ᢸᙜ者）

�

３㸬遺跡の❧地࿘㎶の遺跡
ばれ、ከくのぼ୰ኸにあり、市ෆ北部のྎ地は袖ࣨ浦ྎ地袖ケ浦市は千葉県の東ி‴ἢᓊのࠉཱࠉ

遺跡が分ᕸࡿࡍ。袖ࣨ浦ྎ地は、北側から➟上ᕝ、宿ᕝ、久保田ᕝ、蔵Ἴᕝ、ቃᕝの５ᮏのᑠ河ᕝがྎ地

をᾐ㣗し࡚おり、ᮏ遺跡は宿ᕝ久保田ᕝにᣳࡲれたᶆ㧗 �� 㹫前後のᑿ᰿上のྎ地に❧地し࡚いࡿ。

ᮏ。ࡿ上大城遺跡࠘におい࡚記㍕され࡚いࠗࡿでにห行され࡚いࡍ、࿘㎶の遺跡につい࡚はࠉपลͷ遺ࠉ

調査におい࡚縄文時代早期の遺構が検出されたࡇから、ྠ時期の࿘㎶遺跡につい࡚⡆༢にᴫㄝࡿࡍ。

、遺跡のᩘはከく、遺構が検出され࡚いないがࡿ袖ケ浦市ෆにおい࡚縄文時代早期の遺構が検出され࡚いࠉ

遺物は出土し࡚いࡿいう遺跡ࡿࡵྵࡶかなりのᩘに上ࡿ。そし࡚その遺跡のከくはᮏ遺跡ྠᵝに袖ࣨ浦

ྎ地上に分ᕸし࡚いࡿ。久保田ᕝὶᇦには、ᮏ遺跡ࡸ、ᮏ遺跡ྠ時期であࡿ子母口式期の炉穴が検出され

࡚いࡿඵ㔜㛛田遺跡、㬼࢞ᓥྎ式期の❿穴ఫᒃ跡が検出された㇋సྎ遺跡をはじࡵし࡚、⨾生遺跡⩌、ᇽ

ᗞᒣ㹀遺跡、子者ΎỈ遺跡なの᮲文期の遺跡がᒎ㛤し࡚いࡲ。ࡿた、蔵Ἴᕝὶᇦには子母口式期からⱴ

ᒣ式期にかけ࡚の炉穴が ��� 基ࡶ検出された୰භ遺跡、ቃᕝὶᇦには㬼࢞ᓥྎ式期からⱴᒣ式期の炉穴⩌が

検出されたᐮἑ遺跡なが❧地し࡚いࡿ。
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４㸬調査ཬᩚࡧ⌮సᴗの᪉ἲ

ࢵリࢢから、㐣ཤの調査でタᐃされたࡇࡿᅇの調査༊が上大城遺跡第１ḟ・第２ḟ調査༊に隣接し࡚いࠉ

ドを㋃くした。�� 㹫� �� 㹫の大ࢢリࢵドは東西᪉ྥをࢺࢵ࣋ࣇࣝで、南北᪉ྥを⟬⏝ᩘᏐを⏝い࡚

ドෆをࢵリࢢた大ࡲ。ࡿࡍ⛠ �� 㹫� �� 㹫の୰ࢢリࢵドでᅄ分し、北西、北東、南西、南東に Dから Gを

し、その୰をさらに２㹫�２㹫のᑠࢢリࢵドで ��� 分した。ᑠࢢリࢵドは北西㝮から ��、��、��・・・

北東㝮に ��、南西㝮に ��、南東㝮に �� 番号をした。ただし、㐣ཤの調査はᅜᐙබඹᗙᶆ第ϰ⣔に基࡙

き㉳Ⅼがタ置され࡚いࡿが、ୡ⏺ 地⣔にኚし、㹖㸻 �����������、㹗㸻 ���������� を㉳Ⅼした。

り平面ᅗをస成し、⦰ᑻはࡼり行った。遺構の記録は、平ᯈ 㔞にࡼに࢘࣍ࢡࢵࣂ土㝖ཤは⾲ࠉ �� 分の１

を基ᮏした。遺構番号は第２ḟ調査から㐃⥆ࡿࡍ番号を᥇⏝し、３᱆のᩘᏐで⾲した。発掘調査の┿

ᙳは、୰ᆺ࣓ࣛ࢝を࣓࣓ࣛ࢝ࣥし、࣒ࣝࣇはⓑ㯮㸴�７ุを⏝した。࣓ࣛ࢝ࣈࢧし࡚ ��PP ᑠᆺ

ࢱࢪࢹ、遺物のᙳはࡿࡍを⏝した。報告書にᥖ㍕ࣝࢧーࣂーリࣛ࢝はⓑ㯮࣒ࣝࣇ、を⏝し࣓ࣛ࢝

。を⏝した࣓ࣛ࢝ࣝ

上大城遺跡

ඵ㔜㛛田㸿遺跡

୰භ遺跡

ΎỈᕝྎ遺跡

㇋సྎ遺跡

ṇ※戸㹀遺跡

ᇽᗞᒣ㹀遺跡

子者ΎỈ遺跡

⨾生遺跡⩌

⚄田遺跡

ᑎࣀ上遺跡

᰿ᓮ遺跡

ඵ㔜㛛田㹀遺跡

第１ᅗࠉ上大城遺跡࿘㎶遺跡分ᕸᅗ（㹑㸻１㸭 ������）



‐ �‐

23

24

25

26

27

22

17

18

19

20

21

16

11

12

13

14

15

10

５

㸴

７

㸶

㸷

４

２

３

１

㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗

上大城遺跡

第３ḟ調査༊

（平成 �� 年度）

上大城遺跡

第１ḟ調査༊

（平成２～４年度）

上大城遺跡

第２ḟ調査༊

（平成 ��・�� 年度）

ඵ㔜㛛田遺跡

（平成 ��・�� 年度）

上大城遺跡

第１ḟ調査༊

（平成２～４年度） 上大城遺跡

第３ḟ調査༊

（平成 �� 年度）

上大城遺跡

第２ḟ調査༊

（平成 ��・�� 年度）

ඵ㔜㛛田遺跡

（平成 ��・�� 年度）

第２ᅗࠉ上大城遺跡調査༊ཬࢢࡧリࢵド㓄置ᅗ（㹑㸻１㸭 �����）



第３ᅗࠉ上大城遺跡（３）యᅗ（㹑㸻１㸭 ���）

㹐

㹑

24

23

㹖㸻�����������

㹖㸻�����������

㹗
㸻
��
��
��
��
��
�

㹗
㸻
��
��
��
��
��
�

22

㹑㹉���，㹑㹉���

㹑㹉���

㹑㹉���

㹑㹉���，㹑㹉���

㹑㹉���

㹑㹉���

㹑㹉���



‐ �‐

ϩ㸬検出された遺構遺物

１�調査ᴫ要

上大城遺跡第３ḟ調査༊からは縄文時代早期の炉穴４基、土坑５基が検出された。ᮏ調査༊北側の上大城遺跡ࠉ

第１ḟ調査、ඵ㔜㛛田遺跡からは弥生時代後期から古墳時代前期の❿穴ఫᒃ跡が検出され࡚おり、ᮏ調査༊にお

い࡚ࡶ集落の広がりがணされたが、ྠ時期の遺構は検出されなかった。なお、調査༊ෆ南側は後ୡの掘๐にࡼ

り๐平され࡚いた。

２�炉穴
ＳＫ15�（第̐・̑図、図版１・２）ࠉ

㔜」し、ᮏ遺構の᪉が᪂しい。平面ᙧは㛗ᴃᙧ���㹑㹉。ࡿࡍドを୰ᚰに置ࢵリࢢ���㹐���Dࠉ遺構ࠉࠉ

、ࡵたࡿ㔜」し࡚い���遺構東部は㹑㹉ࠉ、ࡧ遺構北部は調査範囲እにᘏ。ࡿなを࿊し、⇞↝部㏆がᖜ広ࠉࠉ

。ࡿ㊊場は平ᆠであり、ⅆᗋにかけ࡚ഴᩳし࡚い。ࡿㄆ面からの῝さは��であ☜。ࡿ㛗㍈・▷㍈は᫂であࠉࠉ

時期は出土遺物から縄文。ࡿっ࡚出土し࡚いࡲࡲり遺物がࡼ土はⅆᗋ上に��ሁ積し、↝土上のሁ積土↝ࠉࠉ

。ࡿれࢃᛮ時代早期ࠉࠉ

２は。ࡍ口⦕部であり、ෆእ面ඹに᧿をࡿࡍかにእࡸ⦅縄文土器が��������㹥出土した。１はࠉ遺物ࠉࠉ

⭡㸴はෆእ面に᮲文をし、口⦕部ୗにᩳの㈅Ẇ。ࡍ文を✺่ࡿࡼ口၁部にゅ≧ᕤලにࡧ口⦕部ୗཬࠉࠉ

のがࡶだけのࡍのは㸴だけであり、⧄⥔がΰ入し、ෆእ面に᧿をࡶ᫂☜な᮲文をᣢつ。ࡍ文を⦖ࠉࠉ

。ࡿ࠼⪄子母口式土器ࡡࡴおお。ࡿであんࠉࠉ

ＳＫ16�（第̐図、図版１）ࠉ

　　遺構ࠉ㹐���D���㔜」し、ᮏ遺構の᪉が古い。平面ᙧは㛗ᴃᙧを���㹑㹉。ࡿࡍドを୰ᚰに置ࢵリࢢ

。ࡿ㛗㍈・▷㍈は᫂であ、ࡵたࡿ㔜」し࡚い���遺構西部は㹑㹉、ࡧ遺構北部は調査範囲እにᘏ。ࡿࡍ࿊ࠉࠉ

㍈で୪ิし、ⱝᖸྠ���土は☜ㄆできなかったが、㹑㹉↝ࡸ᫂☜なⅆᗋ。ࡿㄆ面からの῝さは��であ☜ࠉࠉ

。したุ᩿から炉穴ࡇࡿがⅣ化物が検出され࡚いࡿではあࠉࠉ

。なしࠉ遺物ࠉࠉ

ＳＫ161（第̐図、図版１）ࠉ

　　遺構ࠉ㹐���Gࢢ���リࢵドを୰ᚰに置ࡿࡍ。平面ᙧは㛗ᴃᙧを࿊ࡿࡍ。遺構北部が調査༊範囲እにᘏࡧ

。ࡿ土はⅆᗋ上に��ሁ積し࡚い↝。ࡿ㛗㍈は᫂、▷㍈は��、☜ㄆ面からの῝さは��であࡵたࡿい࡚ࠉࠉ

。ࡿ᫂であࡵが調査範囲እのたࡿあࡶᛶ⬟ྍࡿࡍ遺構北部に㊊場を᭷ࠉࠉ

。なしࠉ遺物ࠉࠉ

ＳＫ16�（第̐図、図版１）ࠉ

　　遺構ࠉ㹐���G���、㛗㍈は���。ࡿな平面ᙧは㛗ᴃᙧを࿊し、⇞↝部㏆がᖜ広。ࡿࡍドに置ࢵリࢢ

土はⅆ↝。ࡿ㊊場は平ᆠであり、ⅆᗋにかけ࡚ഴᩳし࡚い。ࡿ㍈は��、☜ㄆ面からの῝さは��であ▷ࠉࠉ

�ᗋ上にࠉࠉሁ積し࡚いࡿ。

。ᅗ化はし࡚いない、ࡵᑠ∦のた。ࡿ縄文土器が����㹥出土した。ෆእ面ඹに↓文であࠉ遺物ࠉࠉ
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３�土坑

ＳＫ163（第６図、図版１）ࠉ

　　遺構ࠉ㹐���Dࢢ���リࢵドに置ࡿࡍ。㹑㹉���㔜」し、ᮏ遺構の᪉が古い。平面ᙧはᴃᙧを࿊ࡿࡍ。

。ࡿㄆ面からの῝さ��であ☜。ࡿ㍈は᫂であ▷、ࡵたࡿ㔜」し࡚い���㛗㍈は��、遺構北部が㹑㹉ࠉࠉ

　　遺物ࠉなし。

　ＳＫ164（第６図、図版１）

　　遺構ࠉ㹐���Dࢢ���リࢵドに置ࡿࡍ。㹑㹉���㔜」し、ᮏ遺構の᪉が᪂しい。平面ᙧはᴃᙧを࿊ࡿࡍ。

。ࡿㄆ面からの῝さ��であ☜。ࡿ㍈は᫂であ▷、ࡵたࡿ㔜」し࡚い���㛗㍈は��、遺構南部が㹑㹉ࠉࠉ

ࠉ。なしࠉ遺物ࠉࠉ

　ＳＫ165（第６図、図版１）

　　遺構ࠉ㹐���E���、�☜、㛗㍈は���、▷㍈は���。ࡿࡍ平面ᙧは㛗ᴃᙧを࿊。ࡿࡍドに置ࢵリࢢ�

。ࡿㄆ面からの῝さ��であࠉࠉ

。ᅗ化はし࡚いない、ࡵᑠ∦のた。ࡿ文土器であ↓ࡴ縄文土器が����㹥出土した。⧄⥔をྵࠉ遺物ࠉࠉ

ＳＫ166（第６図、図版１）ࠉ

　　遺構ࠉ㹐���Gࢢ���リࢵドに置ࡿࡍ。平面ᙧはᙧを࿊ࡿࡍ。┤ᚄ��、☜ㄆ面からの῝さは��であࡿ。

ࠉ。なしࠉ遺物ࠉࠉ

　ＳＫ167（第６図、図版１・２）

　　遺構ࠉ㹑���Eࢢ���リࢵドを୰ᚰに置ࡿࡍ。平面ᙧはᴃᙧを࿊ࡿࡍ。㛗㍈は��、▷㍈は��、☜

。ࡿㄆ面からの῝さ��であࠉࠉ

����縄文土器がࠉ遺物ࠉࠉ�㹥出土した。口⦕部であり、⦆ࡸかにእࡿࡍ。⧄⥔がΰ入し、እ面にはᶓ᪉ྥの

。ࡿ࠼⪄子母口式土器。ࡍを᧿ࠉࠉ

Ϫ㸬⥲ᣓ
上大城遺跡第１ḟ調ࡿᅇの調査では縄文時代早期子母口式期の炉穴４基が検出された。ᮏ調査༊北側にあたࠉ

査におい࡚ࡶ子母口式期の炉穴が検出され࡚おり、ྠ୍集ᅋのࡶのᛮࢃれࡿ。隣接ࡿࡍඵ㔜㛛田遺跡からࡶ子

母口式期の炉穴が検出され࡚おり、࿘㎶にはྠ時期のᑠつᶍな遺跡がⅬ在し࡚いࡿ。南西に置ࡿࡍ୰භ遺跡の

㇋のだࡶᓥྎ式期の࢞㬼、ࡸが、❿穴ఫᒃ跡は検出され࡚いない。上⏝℩遺跡ࡿࡍ存在ࡶうに大つᶍな遺跡ࡼ

సྎ遺跡から検出され࡚いࡶࡿのがあࡿが、遺跡ᩘにᑐࡿࡍ❿穴ఫᒃ跡の検出がᑡない。ࡇのࡇから、ᙜ時

の生άがᐃఫではなく、㐟ືᛶのあࡿ生άが୍⯡ⓗであり、ᣐⅬ地なࡿ大つᶍな遺跡の࿘㎶にᑠつᶍな遺跡が

Ⅼ在し࡚いたࡇがᐃでき、ᮏ遺跡はそのⅬ在ࡿࡍᑠつᶍな遺跡のࡦつだったのではないだろうか。ࡲた、

ඵ㔜㛛田遺跡発掘調査報告書でࡶ㏙られ࡚いࡿが、上大城遺跡第１ḟ調査、ඵ㔜㛛田遺跡からは♟がん

検出され࡚おらࡎ、ᮏ調査におい࡚ࡶ検出されなかった。上⥲地ᇦの東ி‴ἢᓊにおけྠࡿ時期の遺跡からは、

大㔞の♟が検出されࡿがከく、ྠྎ地上の㇋సྎ遺跡ࡸ⨾生遺跡⩌からࡶ♟が検出され࡚おり、୰භ遺跡にお

い࡚は炉穴分ᕸ㔜なࡼࡿうに大㔞の♟が出土し࡚いࡿ。炉穴♟の関ಀは後ࡶ࿘㎶の遺跡にὀどしながら

検ウをࡿࡍᚲ要があࡿ。

ࡿࡍ地上に置し、弥生時代後期から古墳時代前期にかけ࡚の集落が、北側に置ྎࡿࡧᮏ遺跡は南北にᘏࠉ

宿ᕝỈ⣔にᒓࡶࡿࡍの、南側に置ࡿࡍ久保田ᕝỈ⣔にᒓࡶࡿࡍのに分かれ࡚いࡿ。ᮏ調査༊北側に久保田ᕝ

Ỉ⣔の集落が広がっ࡚おり、ᮏ調査༊におい࡚ྠࡶ集落の広がりがணされたが、ྠ時期の遺構は☜ㄆされࡎ、

遺物に関し࡚ࡶ◚∦のみであったࡇから、久保田ᕝỈ⣔集落の範囲を⤠ࡇࡿができた。
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りなしࡲし、ࡴ土、Ⅳ化物ᑡ㔞ྵ↝ࠉࠉᬯ〓Ⰽࠉ１

りなしࡲし、ࡴ⢏子、↝土ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ２

りありࡲし、ࡴ⢏子、↝土ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ３

りなしࡲし、ࡴ土、Ⅳ化物ᑡ㔞ྵ↝ࠉࠉᬯ〓Ⰽࠉ４

りなしࡲし、ࡴ土ᑡ㔞ྵ↝ࠉᬯ㉥〓Ⰽࠉ５

㸴ࠉᬯ㉥〓Ⰽࣟࠉー࣒⢏子、↝土ᑡ㔞ྵࡴ、しࡲりなし

りなしࡲし、ࡴ土ከ㔞ྵ↝ࠉ᫂㉥〓Ⰽࠉ７

㸶ࠉῐ㯤〓Ⰽࠉ↝土ᑡ㔞、ࣟー࣒⢏子ከ㔞ྵࡴ、しࡲりなし

りありࡲし、ࡴ⢏子ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯⲔ〓Ⰽࠉ１

りなしࡲし、ࡴ⢏子、↝土ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ２

りなしࡲし、ࡴ土ከ㔞ྵ↝ࠉࠉ㉥〓Ⰽࠉ３

ありࡸࡸりࡲし、ࡴ土ᑡ㔞ྵ↝ࠉᬯ㉥〓Ⰽࠉ４

りなしࡲし、ࡴ⢏子、↝土ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉῐ㉥〓Ⰽࠉ５

りなしࡲし、ࡴ⢏子ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉࠉᬯ〓Ⰽࠉ１

ࠉありࡸࡸりࡲし、ࡴ⢏子、↝土ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ２

りありࡲし、ࡴ土ᑡ㔞ྵ↝ࠉᬯ㉥〓Ⰽࠉ３

りなしࡲし、ࡴ土ከ㔞ྵ↝ࠉࠉ㉥〓Ⰽࠉ４

りなしࡲし、ࡴ土ከ㔞ྵ↝ࠉ᫂㉥〓Ⰽࠉ５

㸴ࠉῐ㉥〓Ⰽࠉ↝土ከ㔞ྵࡴ、しࡲりなし

りなしࡲし、ࡴ⢏子ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉࠉⲔ〓Ⰽࠉ７

㸶ࠉ᫂㯤〓Ⰽࣟࠉー࣒⢏子、Ⅳ化物ᑡ㔞ྵࡴ、しࡲりあり
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㹐
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りありࡲし、ࡴ⢏子ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ１

りなしࡲし、ࡴ⢏子ከ㔞ྵ࣒ーࣟࠉࠉⲔ〓Ⰽࠉ２

ありࡸࡸりࡲし、ࡴ⢏子ከ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ３

りなしࡲし、ࡴ⢏子ከ㔞ྵ࣒ーࣟࠉࠉ㯤〓Ⰽࠉ４

りなしࡲし、ࡴ⢏子ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉࠉᬯ〓Ⰽࠉ５

㸴ࠉⲔ〓Ⰽࣟࠉࠉー࣒⢏子ᑡ㔞ྵࡴ、しࡲりあり

りありࡲし、ࡴ⢏子ᑡ㔞ྵ࣒土、ࣟー↝ࠉᬯⲔ〓Ⰽࠉ１

りなしࡲし、ࡴ⢏子ከ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ２

りありࡲし、ࡴ⢏子ከ㔞ྵ࣒ーࣟࠉࠉ㯤〓Ⰽࠉ３

ありࡸࡸりࡲし、ࡴ⢏子ከ㔞ྵ࣒ーࣟࠉ᫂Ⲕ〓Ⰽࠉ４

りなしࡲし、ࡴ⢏子ᑡ㔞ྵ࣒ーࣟࠉࠉᬯ〓Ⰽࠉ１

ありࡸࡸりࡲし、ࡴ⢏子ከ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ２

りなしࡲし、ࡴ⢏子ከ㔞ྵ࣒ーࣟࠉᬯ㯤〓Ⰽࠉ３

１

6.�����
୍ᣓ ��
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出土

置

遺物

番号
器種 ṧ存 Ⰽ調 ⫾土 ᩚᙧ・文ᵝ➼ 時期

1 ῝㖊 口⦕部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐㸴㸭４にࡪい㯤ᶳ

እ面㸸１㸮㹗㹐㸴㸭４にࡪい㯤ᶳ

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞、㯮Ⰽ⢏子・ᴟ

ᑠ♟ᚤ㔞

口⦕部。Ἴ≧口⦕㸽ࡿࡍかなእࡸ⦅

ෆ面はᶓ᪉ྥの᧿。

እ面はᩳࡵ᪉ྥの᧿。

縄文時代早期

2 ῝㖊 口⦕部
ෆ面㸸５㹗㹐５㸭㸴᫂㉥〓

እ面㸸５㹗㹐４㸭㸶㉥〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ከい、㯮Ⰽ⢏子ࡸࡸ

ᑡ㔞

ෆ面はᶓ᪉ྥの᧿。

እ面はゅ≧ᕤලに่ࡿࡼ✺文が２ẁされ、

口၁部に୍ྠࡶᕤලに่ࡿࡼ✺文がされࡿ。

縄文時代早期

3 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐３㸭１㯮〓

እ面㸸７㸬５㹗㹐５㸭４にࡪい〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞、ᚤᑠ♟ᚤ㔞

ෆ面は⦪᪉ྥの᧿。

እ面はᶓ᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

4 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐４㸭３にࡪい㯤〓

እ面㸸７㸬５㹗㹐４㸭㸴ᶳ

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ከい、ᚤᑠ♟ᚤࡸࡸ

㔞

ෆ面はᶓ᪉ྥの᧿。

እ面はᩳࡵ᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

5 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸７㸬５㹗㹐㸴㸭㸴ᶳ

እ面㸸５㹗㹐４㸭㸴㉥〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ከい、㯮Ⰽ⢏ࡸࡸ

子・ᚤᑠ♟ᑡ㔞

ෆ面はᶓ᪉ྥの᧿。

እ面はᩳࡵ᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

6 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐７㸭㸴᫂㯤〓

እ面㸸１㸮㹗㹐㸶㸭４ὸ㯤〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᚤ㔞

ෆ面はᶓ᪉ྥの᮲文。

እ面はᶓ᪉ྥの᮲文ཬࡧ㈅Ẇ⭡⦕文。
縄文時代早期

7 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐㸴㸭４にࡪい㯤ᶳ

እ面㸸１㸮㹗㹐７㸭４にࡪい㯤ᶳ

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞

ෆ面はᩳࡵ᪉ྥの᧿。

እ面はᶓ᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

8 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐㸶㸭４ὸ㯤ᶳ

እ面㸸１㸮㹗㹐５㸭３にࡪい㯤〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏

子・ᚤᑠ♟ᚤ㔞

ෆ面はᶓ᪉ྥの᧿。

እ面は⦪᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

9 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐７㸭４にࡪい㯤ᶳ

እ面㸸１㸮㹗㹐７㸭４にࡪい㯤ᶳ

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᚤ㔞

ෆ面はᶓ᪉ྥの᧿。

እ面は⦪᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐２㸭１㯮

እ面㸸１㸮㹗㹐７㸭４にࡪい㯤ᶳ

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ከいࡸࡸ

ෆ面↓文。

እ面は⦪᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐５㸭３にࡪい㯤〓

እ面㸸１㸮㹗㹐３㸭１㯮〓
ⓑⰍ⢏子ࡸࡸከい

ෆ面はᶓ᪉ྥの᧿。

እ面は落が⃭しく᫂。
縄文時代早期

ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐４㸭２⅊㯤〓

እ面㸸１㸮㹗㹐５㸭４にࡪい㯤〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞

ෆ面↓文。

እ面は⦪᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸５㹗㹐４㸭４にࡪい㉥〓

እ面㸸７㸬５㹗㹐５㸭４にࡪい〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᚤ㔞

ෆ面は落が⃭しく᫂。

እ面はᶓ᪉ྥの᧿。

ᙧᕤලに่ࡿࡼ✺文。

縄文時代早期

ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐７㸭㸴᫂㯤〓

እ面㸸７㸬５㹗㹐㸴㸭㸴ᶳ

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞

ෆ面は↓文。

እ面はᶓ᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

㹑㹉１㸴２ ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐７㸭㸴᫂㯤〓

እ面㸸７㸬５㹗㹐㸴㸭㸴ᶳ
ⓑⰍ⢏子ᑡ㔞 ෆእ面↓文。 縄文時代早期

㹑㹉１㸴５ ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐４㸭２⅊㯤〓

እ面㸸７㸬５㹗㹐㸴㸭㸴ᶳ

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞
ෆእ面↓文。 縄文時代早期

㹑㹉１㸴７ 1 ῝㖊 口⦕部
ෆ面㸸１㸮㹗㹐５㸭２⅊㯤〓

እ面㸸５㹗㹐４㸭㸴㉥〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞

。口⦕部ࡿࡍかにእࡸ⦅

ෆእ面ඹにᶓ᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

୍ᣓ

（R-23a-57）
1 ῝㖊 口⦕部

ෆ面㸸１㸮㹗㹐㸴㸭４にࡪい㯤ᶳ

እ面㸸１㸮㹗㹐３㸭１㯮〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ከいࡸࡸ

Ἴ≧口⦕。

ෆእ面ඹにᶓ᪉ྥの᧿。
縄文時代早期

୍ᣓ

（R-23a-57）
ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部

ෆ面㸸１㸮㹗㹐４㸭２⅊㯤〓

እ面㸸１㸮㹗㹐５㸭４にࡪい㯤〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞
ෆእ面↓文。 縄文時代早期

୍ᣓ

（R-23d-14）
ᮍᅗ化 ῝㖊 ⬗部

ෆ面㸸５㹗㹐４㸭４にࡪい㉥〓

እ面㸸５㹗㹐５㸭㸴᫂㉥〓

⧄⥔ΰ入、ⓑⰍ⢏子

ᑡ㔞
ෆእ面↓文。 縄文時代早期

୍ᣓ

（R-23d-58）
ᮍᅗ化 ᫂ ◚∦

ෆ面㸸１㸮㹗㹐㸴㸭㸴᫂㯤〓

እ面㸸５㹗㹐４㸭㸴㉥〓

ⓑⰍ⢏子・㯮Ⰽ⢏子

ᑡ㔞

ෆ面は落が⃭しく᫂。

እ面㉥ᙬ。

弥生時代後期

～

古墳時代前期

㹑㹉１５㸷

⾲出土遺物ほᐹࠉ１⾲
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図版１調査区完掘全景・検出遺構調査区完堀全景・検出遺構 図版１



出土土器図版２

 １.出土土器①

 ２.出土土器②
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調査 

所収遺跡名 種 別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項 

上大城遺跡（３） 包蔵地 縄文時代早期 縄文時代 

炉穴４基、

土坑５基 

縄文土器 平成 2年度に調査した道路部分の南西側隣接地で， 

縄文時代早期の炉穴・土坑を検出した。 

要約 

縄文時代早期子母口式期の炉穴を検出した。平成 2年度に調査した範囲で検出された弥生時代後期から古墳時代前期の集落の

広がりは見つからなかった。 

 






