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  つ つ み や し き

調査要項  
遺 跡 名  堤屋敷遺跡  

遺 跡 番 号  平成 16 年度登録  

所 在 地  米沢市万世町桑山字堤屋敷  

調査委託者  国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所  

調 査 原 因  東北中央自動車道（福島～米沢）新設事業  

調 査 面 積  10,000 ㎡  

現 地 調 査  平成 19 年５月８日～平成 19 年９月 27 日  

遺 跡 種 別  集落跡   

時 代  縄文・平安時代・中世・近世  

遺 構  竪穴住居跡・掘立柱建物跡・土坑・溝跡・焼土遺構  

遺 物  縄文土器・石器・須恵器・土師器・青磁・内耳土鍋・

近世陶磁器・古銭  

調査担当者  調 査 課 長 長橋 至  

調 査 研 究 員 菅原 哲文  

調 査 研 究 員 武田 伸一  

調 査 員 山木 巧  

調 査 協 力  東日本高速道路株式会社東北支社山形工事事務所・

置賜教育事務所・米沢市教育委員会・米沢市コミュ

ニティセンター  

調 査の概 要  
堤 屋 敷 遺 跡 は 、 平 成 1 6 年 度 に 県

教 育 委 員 会 に よ り 確 認 さ れ 登 録 さ れ

ま し た 。東 北 中 央 自 動 車 道 (福 島 ～ 米

沢 )新 設 事 業 に か か る こ と か ら 、平 成

16 年 度 に 山 形 県 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ

ー が 第 １ 次 調 査 を 実 施 し ま し た 。 そ

の 結 果 、 中 世 の 掘 立 柱 建 物 跡 を 中 心

と し た 集 落 跡 で あ る こ と が 明 ら か に

な り ま し た 。  
 今 回 は 第 2 次 調 査 と な り ま す 。調

査 面 積 は 10 ,000 ㎡ 、 調 査 期 間 は 、

５ 月 ８ 日 か ら ９ 月 27 日 の 予 定 で す 。

工 事 と の 調 整 に よ り 、 発 掘 調 査 区 を

１ ～ ４ 区 に 分 け 、 順 次 調 査 を 進 め て

い ま す 。 現 在 、 １ ・ ２ ・ ３ 区 に つ い

て は 調 査 を 終 了 し 、 ４ 区 の 調 査 を 進

め て い ま す 。  
 今 後 、 発 掘 調 査 に よ っ て 得 ら れ た

資 料 は 整 理 作 業 を 行 い 、 平 成 20 年

度 以 降 に 報 告 書 と し て 刊 行 さ れ る 予

定 で す 。  

検 出 さ れ た 遺 構と 遺 物  
１ 区 で は 、 江 戸 時 代 と 考 え ら れ る 建 物 の 柱 穴 や 、 ご み

捨 て 穴 と 考 え ら れ る 土 坑 、 溝 跡 が 確 認 さ れ て い ま す 。 土

坑 か ら は 、下 駄 な ど の 木 製 品 が 出 土 し ま し た 。遺 物 で は 、

「 寛 永
か ん え い

通 宝
つ う ほ う

」 な ど の 古 銭 や 、 九 州 の 肥 前 で 焼 か れ た

伊 万 里 焼
い ま り や き

・ 唐 津
か ら つ

焼
や き

な ど の 陶 磁 器 が 多 く 出 土 し ま し た 。  
 ２ 区 で は 、縄 文 時 代 の 石 器 が 出 土 し ま し た 。石

せ き

鏃
ぞ く

、磨 製
ま せ い

石
せ き

斧
ふ

、打 製
だ せ い

石
せ き

斧
ふ

、 凹
くぼみ

石
い し

や 磨
す り

石
い し

が あ り ま す 。縄 文 時 代 の 遺

構 は 確 認 さ れ て い ま せ ん が 、 東 に 位 置 す る 山 ノ 下 遺 跡 で

は 、 縄 文 時 代 の 遺 構 が 確 認 さ れ て い ま す 。  
平 安 時 代 と 考 え ら れ る 遺 構 で は 、竪 穴 住 居 跡（ Ｓ Ｔ 39）

が １ 棟 検 出 さ れ ま し た 。方 形 で 、一 辺 約 ５ ｍ の 規 模 で す 。

周 溝 と 柱 穴 が 認 め ら れ ま す 。 遺 物 で は 、 窯 で 焼 か れ た 灰

色 で 硬 質 の 焼 物 、「 須 恵 器
す え き

」や 、赤 褐 色 の「 土 師 器
は じ き

」が 出

土 し ま し た 。 こ れ ら は 、 調 査 区 の 中 央 を 南 北 に の び る 大

溝 （ Ｓ Ｄ 30） か ら 出 土 が み ら れ ま す 。  
中 世 （ 鎌 倉 時 代 か ら 室 町 時 代 ） で は 、 当 時 の 一 般 的 な

建 物 で あ る 、地 面 に 穴 を 掘 っ て 柱 を 建 て た 、 掘
ほったて

立 柱
ば し ら

建 物
た て も の

跡
あ と

が あ り ま す 。２ 区 で は ３ 棟（ Ｓ Ｂ 48・Ｓ Ｂ 55・Ｓ Ｂ 75）
が 確 認 さ れ ま し た 。大 溝（ SD30）も 、こ の 時 代 も 引 き 続

き 利 用 さ れ て い る よ う で す 。 溝 か ら は 、 黒 漆 が 塗 ら れ た

漆 器 の 碗 や 皿 が 出 土 し ま し た 。皿 の 底 に は 、「 米 」と も 読

み 取 れ る 刻 書 が 記 さ れ て い ま す 。 陶 磁 器 で は 、 中 国 産 の

青 磁 の 碗 が 出 土 し ま し た 。  
 ３ 区 で は 、 中 世 か ら 江 戸 時 代 の ３ 棟 の 掘 立 柱 建 物 跡 や

溝 跡 が 検 出 さ れ ま し た 。 建 物 跡 に は 、 溝 を 掘 っ て そ の 中

に 偏 平 な 石 の 礎 板 を 据 え 、 そ の 上 に 柱 を た て る Ｓ Ｂ 118
建 物 跡 、 柱 穴 の 底 に 礫 を 敷 き 、 そ の 上 に 柱 を た て る Ｓ Ｂ

105 建 物 跡 が あ り ま す 。 2 区 の 建 物 群 よ り 、 時 期 的 に 新

し く な る 可 能 性 が あ り ま す 。３ 区 南 端 の Ｓ Ｄ 166 か ら は 、

内 耳
な い じ

土 鍋
ど な べ

を 中 心 と し た 中 世 の 遺 物 が ま と ま っ て 出 土 し ま

し た 。 ま た 、 焼 土 と と も に 内 耳 土 鍋 が 出 土 し た Ｓ Ｘ 165
は 、カ マ ド と し て 使 用 さ れ て い た 可 能 性 が 考 え ら れ ま す 。 
 ４ 区 で は 、 中 世 を 中 心 と し た 掘 立 柱 建 物 跡 や 、 溝 跡 等

が 検 出 さ れ 、 今 後 も 調 査 を 進 め て 行 く 予 定 で す 。  

調 査 の ま と め  
 堤 屋 敷 遺 跡 は 、 縄 文 時 代 ・ 平 安 時 代 ・ 中 世 ・ 近 世 の 遺

跡 で す 。 特 に 、 中 世 か ら 近 世 の 時 期 は 、 掘 立 柱 建 物 跡 を

中 心 と し て 、 溝 で 区 画 さ れ た 集 落 の 様 子 や そ の 変 遷 が 明

ら か に な り ま し た 。 ま た 、 1 5 世 紀 か ら 1 6 世 紀 に か け て

の 内 耳 土 鍋 を 中 心 し た 遺 物 が ま と ま っ て 出 土 し 、 当 時 の

生 活 の 復 元 に 貴 重 な 資 料 と な り そ う で す 。  
 



定 で す 。  
 
 


