
写　真　図　版

発掘調査作業状況



写真図版 1

A 区遺構検出状況（北より）



A 区調査区全景（南東より）

A区調査区全景（北より）

写真図版 2

A 区調査区全景



A 区調査区全景（西より）

Ａ区完掘状況（南西より）

写真図版 3

Ａ区完掘状況



ＥＵ 1216　ＲＰ 28・29 出土状況

ＳＤ 2648　出土状況
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ＳＫ 2660　遺物出土状況

Ａ区　遺物出土状況



A 区調査区東部分空撮（南が上）

ＳＴ 2690 ＥＬ調査状況（東より） ＳＴ 2690 調査状況（東より）
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ＳＴ 2690 調査状況
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ＳＴ 2691 完掘状況（東より）

ＳＴ 2691 ＥＬ調査状況（南より） ＳＴ 2691 ＥＬ調査状況（西より）

ＳＴ 2691 調査状況（南より）

ＳＴ 2691 調査状況
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ＳＴ 2697 完掘状況（南より）

ＳＴ 2697 調査状況（北より） ＳＴ 2697 調査状況（北より）

ＳＴ 2697 ＥＬ調査状況（北西より） ＳＴ 2697 ＥＬ調査状況（南西より）

ＳＴ 2697 調査状況



写真図版 8

ＥＰ 187　土層断面 ＳＰ 2369　土層断面

ＳＰ 2321　土層断面

ＳＢ１　完掘状況

ＳＢ１　調査状況

ＳＫ 2686　土層断面



写真図版 9

溝群完掘状況（空中撮影）

溝群完掘状況（北より）
溝群調査状況



溝群完掘状況（南西より）

溝群（南北方向群）完掘状況（南より）
溝群調査状況
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溝群（東西方向群）完掘状況（東より）

ＥＤ 33 完掘状況（北より）

ＥＤ 35 完掘状況（北より）

ＥＤ 26・27 完掘状況（北より）

溝群調査状況
写真図版 11



ＥＤ 35 調査状況（南より） ＥＤ 35 調査状況（南より） ＥＤ 37・34 調査状況（東より）

ＥＤ 39 調査状況（東より）

ＥＤ 26・27 調査状況（南より）ＥＤ 24・25 調査状況（南より） ＥＤ 28・38 調査状況（北西より）

ＥＤ 28・29 調査状況（南より）

ＥＤ 41 調査状況（南より）
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溝群調査状況



ＳＤ 2648 完掘状況（南より）

ＳＤ 2648 完掘状況（北より）

ＳＤ 2648 土層断面（南より）
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ＳＤ 2648 調査状況
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ＳＤ 1完掘状況（東より） ＳＤ 1完掘状況（西より）

ＳＫ 267 焼土検出状況（南より）

ＳＰ 1068 完掘状況（西より）

Ａ区調査状況
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B 区検出状況（西より）

B区完掘状況（北西より）

B区調査状況



写真図版 16

ＳＥ 3020 完掘状況（西より）

ＳＥ 3355 完掘状況（北より）

ＳＥ 3020 調査状況（北より） ＳＥ 3355 調査状況（上・北より　下・西より）
B区井戸跡調査状況



写真図版 17

ＳＥ 3566 遺物出土状況（東より） ＳＥ 3566 遺物出土状況（東より）

ＥＰ 1041 遺物出土状況（北西より） ＥＰ 1041 遺物出土状況（南西より）

ＥＰ 1018 遺物出土状況（北東より）

B区遺物出土状況
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Ｃ区・Ｄ区検出状況（西より）

Ｃ区検出状況（西より）

Ｃ区・Ｄ区調査状況
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Ｃ区完掘状況（西より）↑

ＳＴ４完掘状況（南より）

Ｃ・Ｄ区完掘状況（西より）→

Ｃ区・Ｄ区調査状況



第 73 図 17　第 81 図８　風字硯

第 85 図４　第 92 図 25　円面硯（左上より）

第 73 図 18　木簡（右・赤外線撮影）
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陶硯・木簡



第 73 図１　墨書土器「□」（文字不明） 第 73 図４　須恵器　坏

第 73 図７　須恵器　坏

第 73 図５　墨書土器「×」

第 73 図 19　須恵器　長頸瓶

第 73 図 20　須恵器　小甕
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Ａ区溝跡出土遺物



第 72 図１～８　ＳＴ 2690 出土遺物（左上より）

第 72 図９～ 15　ＳＴ 2690 出土遺物（左上より）
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ＳＴ 2690 出土遺物



第 72 図 16 ～ 21　ＳＴ 2691 出土遺物（左上より）

第 73 図１～６　ＳＤ 2677 出土遺物（左上より）
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ＳＴ 2691・ＳＤ 2677 出土遺物



第 74 図１～４　ＳＤ 2648 出土遺物（左上より）

第 74 図５～７　ＳＤ 2648 出土遺物（左上より）
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ＳＤ 2648 出土遺物



第 74 図１　須恵器　坏 第 74 図２　須恵器　坏

第 74 図５　須恵器　坏 第 74 図６　須恵器　坏

第 74 図７　須恵器　坏 第 74 図８　須恵器　坏

第 74 図９　須恵器　坏
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Ａ区溝跡出土遺物



第 74 図８～ 13　ＳＤ 2648 出土遺物（左上より）

第 74 図 14 ～ 15　ＳＤ 2648　

第75図１　ＳＤ2646出土遺物　（左上より）
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ＳＤ 2648 出土遺物



第 74 図 16　ＳＤ 2648 出土　須恵器　甕

第 75 図７　須恵器　甕 第 75 図２　須恵器　坏
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ＳＤ 2648・2687 出土遺物



第 75 図８　ＳＫ 2660 出土　土師器　甕

第 75 図９　ＳＫ 2660 出土　土師器　甕
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ＳＫ 2660 出土遺物



第 76 図 7　ＥＵ 1216 出土　土師器　甕

第 76 図１～５　ＳＫ 2684 出土遺物（左上より）

第 76 図５　墨書土器

「□」（文字不明）
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ＳＫ 2684・ＥＵ 1216 出土遺物



第 76 図 6　ＥＵ 1216 出土　土師器　甕

第 76 図 8　ＥＵ 1216 出土　土師器　甕

第 76 図 18　ＥＰ 178 出土　黒色土器　坏

第 76 図 19　ＥＰ 208 出土　須恵器　坏
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土坑・ピット出土遺物



第 76 図９～ 13　出土遺物（左上より）

第 76 図 14 ～ 19　出土遺物（左上より）
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土坑・ピット出土遺物



第 77 図１～３　木柱・部材（手前よりより）

第 78 図 1～ 7　遺構外出土遺物（左上より）
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木製品・遺構外出土遺物



第 78 図 8～ 13　遺構外出土遺物（左上より）

第 78 図 11　墨書土器

「□」（文字不明） 第 78 図７　　須恵器　坏

第 78 図８　　須恵器　坏 第 78 図 12　　須恵器　坏
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Ａ区遺構外出土遺物



第 78 図 14 ～ 21　遺構外出土遺物（左上より）

第 78 図 22 ～ 24　　第 79 図 1～５　遺構外出土遺物（左上より）
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Ａ区遺構外出土遺物



　第 79 図６～ 13　遺構外出土遺物（左上より）

　第 79 図 14 ～ 21　遺構外出土遺物（左上より）
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Ａ区遺構外出土遺物



　第 79 図 22 ～ 26　遺構外出土遺物（左上より）

　第 79 図 27 ～ 31　第 80 図１～３　遺構外出土遺物（左上より）
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Ａ区遺構外出土遺物



　第 80 図 4～８　遺構外出土遺物（左上より）

　第 80 図９・11 ～ 14　遺構外出土遺物（左上より）
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Ａ区遺構外出土遺物



第 79 図 22　　須恵器　高台坏 第 79 図 23　　須恵器　皿

第 80 図７　　須恵器　蓋

第 80 図８　　須恵器　蓋

第 80 図９　　須恵器　蓋

写真図版 38

Ａ区遺構外出土遺物



第 80 図 10　　須恵器　耳付壺

　第 80 図 15 ～ 20　遺構外出土遺物（左上より）
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Ａ区遺構外出土遺物



第 81 図２　　土師器　甕

第 81 図４　　土師器　甕 第 81 図 13　　磁器　小碗
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Ａ区遺構外出土遺物



　第 80 図 21 ～ 23　第 81 図１～２　遺構外出土遺物（左上より）

　第 81 図 5～７、９～ 12　遺構外出土遺物（左上より）
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Ａ区遺構外出土遺物



第 82 図 2　　砥石
第 82 図 4　　木製品

第 82 図 3　木製品（柄？）

第 82 図１　長頸瓶
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Ａ区遺構外出土遺物



　第 83 図 1～ 6　SE3020 出土遺物（左上より）

　第 83 図８～ 12　SE3020 出土遺物　（左上より）
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Ｂ区遺井戸跡出土遺物



第 83 図１　　須恵器　坏

第 83 図６　　須恵器　坏

第 83 図 15　　土錐

第 83 図 13・14　　土師器　甕

　第 83 図 16 ～ 20　SE3355 出土遺物　（左上より）
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Ｂ区遺井戸跡出土遺物



　第 83 図 21　第 84 図１～６　SE3355 出土遺物（左上より）

　第 84 図 7～ 10　SE3355 出土遺物（左上より）
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Ｂ区遺井戸跡出土遺物



第 83 図 20　　須恵器　坏

第 84 図 11　　須恵器　坏

第 84 図 12　　墨書土器「常」

第 84 図 17　　串状木製品
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Ｂ区遺井戸跡出土遺物



第 85 図 1・3　　出土遺物

第 85 図 5～ 9　　出土遺物

第 85 図 2　土師器　甕 第 85 図 10　須恵器　長頸瓶
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Ｂ区土坑出土遺物



第 85 図 11~13　出土遺物

第 85 図 14~17　出土遺物

第 86 図 2　墨書土器「王」ヵ 第 86 図 12　土師器　甕

写真図版 48

Ｂ区土坑出土遺物



第 86 図 1～ 5　須恵器　坏

第 86 図 8～ 11・13 ～ 15　出土遺物
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Ｂ区土坑出土遺物



第 86 図 16~18　出土遺物

第 87 図 1~4　出土遺物

第 86 図 17　出土遺物
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Ｂ区土坑・ピット出土遺物



第 87 図５~７・９・10　出土遺物

第 87 図８　出土遺物
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Ｂ区ピット出土遺物



第 87 図９　須恵器　坏

第 87 図 10　墨書土器「三」
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Ｂ区ピット出土遺物



第 87 図 11 ～ 13　須恵器　坏

第 88 図１～７　須恵器　坏
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Ｂ区ピット・遺構外出土遺物



第 88 図８～ 14　須恵器　坏

第 88 図 15 ～ 20　須恵器　坏
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Ｂ区遺構外出土遺物



第 88 図 21 ～ 23　第 89 図１～３　出土遺物

第 88 図１　須恵器　坏

第 89 図４～７　出土遺物
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Ｂ区遺構外出土遺物



第 89 図８～ 12　木製品

第 90 図１～４　出土遺物

第 90 図 11　須恵器　蓋

写真図版 56

Ｂ区木製品・Ｃ区出土遺物



第 90 図５～ 10　出土遺物

第 90 図 14　墨書土器「×」第 90 図 12　石匙

第 90 図 13 ～ 19　須恵器　坏
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Ｃ区出土遺物



第 90 図 20 ～ 21　第 91 図１・３～６　須恵器　坏

第 91 図２・８～ 13　出土遺物

第 91 図 14 ～ 15　出土遺物
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Ｃ区遺構外出土遺物



第 91 図 16　須恵器　坏

第 91 図 16 ～ 20　第 92 図１～２　須恵器　坏

第 92 図３～９　須恵器　坏
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Ｄ区遺構外出土遺物



第 92 図 10 ～ 15　須恵器　坏

第 92 図 16 ～ 20　須恵器
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Ｄ区遺構外出土遺物



第 92 図 17　須恵器　蓋

第 92 図 21 ～ 24　出土遺物
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Ｄ区遺構外出土遺物
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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 °　′　″ 　°　′　″ ㎡

唐
か ら こ し い せ き

越 遺 跡

 山
やまがたけん

形 県

 南
なんようし

陽市

  三
みつまどおり

間 通

  字
あざからこし

唐 越

  字
あざにしからこし

西 唐 越

  　　ほか

6213  新規登録 38°03′198″ 140°08′51″

20130509

～

  20130919

20141007

～
  20141206

4,706  文化会館

建設

所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

唐
か ら こ し い せ き

越 遺 跡 集落跡 奈良～平安時代

竪穴住居跡
掘立柱建物跡
土坑・溝・柱穴
井戸跡

縄文土器
弥生土器
土師器
須恵器
石製品
土製品
木簡

８～９世紀の掘立柱建物跡群および
竪穴住居跡が確認された。また掘立
柱列や溝による区画施設がある。多
量の須恵器坏や土師器甕、墨書土器、
木簡、陶硯が出土している。

 要 約

　唐越遺跡は、南陽市を南流する吉野川によって形成された宮内扇状地の扇央部から扇端部分であ
る自然堤防状の微高地に立地する。遺跡は 9 世紀を盛期として、一定の計画性に基づいて配置され
た掘立柱建物跡・竪穴住居跡・区画溝・掘立柱列などで構成されている。また、墨書土器や木簡、
陶硯など文字関連資料が出土しているなど官衙的性格を持つ遺跡である。南陽市沖郷地区には置賜
郡衙跡と推定される「郡山遺跡群」が存在しているが、郡衙跡であるという明確な確証は得られな
かった。しかし近年の発掘調査により条里制を裏付ける掘立柱建物群や区画施設、溝跡が発見され
たことから「置賜郡衙」や「沖郷条里」の存在の研究が進みつつある。そして、唐越遺跡の調査結
果は律令制度に基づく出羽国建国において不明な部分が多い「置賜郡衙」の様相や変遷の探究の手
掛かりとなる遺跡のひとつとなる。
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