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赤
磐
市
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
元
～
四
年
度
に

斎
富
・
南
方
地
区
ほ
場
整
備
事
業
に
伴
っ
て
、
斎
富

遺
跡
と
中
池
南
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

斎
富
遺
跡
は
平
成
三
・
四
年
度
に
山
陽
自
動
車
道
の

建
設
の
際
に
も
発
掘
さ
れ
、
三
〇
年
を
経
て
隣
接
地

の
調
査
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
遺
跡
が
所
在
す
る
赤
磐
市
斎
富
は
、
砂
川

東
岸
の
丘
陵
に
は
さ
ま
れ
た
谷
状
地
形
で
、
現
在
は

丘
陵
裾
部
に
家
並
み
、
低
地
に
は
水
田
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。
斎
富
と
い
う
地
名
に
な
っ
た
の
は
新
し
く
、

江
戸
時
代
前
期
ま
で
は
「
池
田
村
」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。
江
戸
時
代
、
備
前
に
入
っ
た
大
名
池
田
家

と
同
じ
村
名
で
あ
っ
た
た
め
、
改
称
し
た
と
伝
え
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
古
く
縄
文
時
代
に
始
ま
り
連
綿
と
続

く
斎
富
の
暮
ら
し
を
発
掘
調
査
成
果
か
ら
紹
介
し
ま

す
。
田
ん
ぼ
の
地
下
に
眠
っ
て
い
た
地
域
の
歴
史
を

知
っ
て
も
ら
う
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
発
掘
調

査
に
あ
た
っ
て
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
各
方
面
の

皆
様
に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

い 

け 

だ

れ
ん
め
ん



斎富遺跡と中池南遺跡斎富遺跡と中池南遺跡

と ら い じ ん

　斎富遺跡は今から約 30 年前にも山陽自動車道建設の際に発掘され、縄文時代から

弥生・古墳・奈良、さらに中・近世までの遺跡であることが判明しました。特に、

集落が大きくなる古墳時代後半期の住居跡などから朝鮮半島に関係する遺物が出土

し、渡来人との強い関わりが考えられる集落として知られることになりました。軟

質（系）土器、陶質（系）土器、算盤玉形土製紡錘車などが朝鮮半島系の遺物とし

て出土しました。これらの遺物は、岡山県古代吉備文化財センターに収蔵されてい

ます。

　今回の斎富遺跡の調査区は、山陽自動車道の北西側の約 6,100 ㎡の範囲です。ほ

場整備で遺跡が破壊されてしまう場所を事前に発掘しました。

　また、斎富遺跡の北東に位置する中池南遺跡の 1,100 ㎡も調査しました。両遺跡

は一連の地形をなし、関連性の高い遺跡と考えられます。

な ん 

と う し つ そ ろ ば ん だ ま が た ど せ い ぼ う す い し ゃ し つ
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＊赤・緑色の範囲が各遺跡が展開する時代・時期を示しています。

後期前葉

晩期中葉

中期中葉

後期前葉

中期後葉
後期
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1500
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斎富遺跡 中池南遺跡

南方前池遺跡

両宮山古墳
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用木山遺跡

縄
文

弥
生

古
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飛
鳥

奈
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平
安

時代 本展示の遺跡
市内の遺跡

斎富遺跡 ・ 中池南遺跡の変遷

新羅系陶質土器（蓋）

角杯形土器
か  く  は  い  が  た 

し   ら   ぎ   け  い   と  う  し  つ  ど  き ふ  た

写真提供：
岡山県古代吉備文化財センター

写真提供：
岡山県古代吉備文化財センター

軟質系土器（鉢）

算盤玉形土製紡錘車
そ ろ ば ん だ ま が た ど せ い ぼ う す い し ゃ 

な  ん  し  つ  け  い  ど   き は   ち
写真提供：
岡山県古代吉備文化財センター

写真提供：津山郷土博物館　
所　　蔵：
岡山県古代吉備文化財センター

山陽自動車道建設時の発掘 （約３０年前） で出土した朝鮮半島系遺物
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１  住み始めた人々１  住み始めた人々

　斎富遺跡からは、縄文時代後期前葉

の土器が見つかり、今から約 3500 年以

上前に人々が暮らし始めたことがわか

ります。市内に人々が住み始めた最も

古い例のひとつです。

　遺跡縁辺の河道からは晩期中葉の土

器が出土し、縄文人の営みが認められ

ます。

ぜ ん よ う

え ん ぺ ん か  ど  う ば ん き ちゅうよう

縄文土器が出土した河道

縄文土器 （深鉢）　晩期中葉 サヌカイト製石鏃

斎富遺跡１C 区

２  竪穴住居の暮らし２  竪穴住居の暮らし

　斎富遺跡では弥生時代後期、今か

ら約 2000 年前に集落が拡大し、人々

は円形や隅丸方形の竪穴住居に暮ら

しました。石包丁などの石器や青銅

製の鏃が見つかりました。

　また、河道には木杭を打ち込み、

護岸を行った痕跡があり、弥生人の

ムラづくりの様子がうかがえます。

す み ま る た て あ な じ ゅ う き ょ

い し 

やじり

き  ぐ  い

ご  が  ん こ ん せ き

ぼ う ち ょ う

弥生時代後期の円形住居

弥生土器 （高杯）　後期 銅鏃　後期

やじり

斎富遺跡 3A 区

弥生土器 （台付鉢）　後期
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３ 　鉄づくりの集落３ 　鉄づくりの集落

　古墳時代終わり頃、人々は平地式の建

物に住むようになりました。斎富遺跡か

らは掘立柱建物が多く検出されました。

　この頃、集落では鉄を生産し、鉄器な

どをつくっていました。鉄づくりの際に

出る鉄滓や炉壁、空気を送るふいごの羽

口が出土しました。

ほったてばしらたてもの

て っ さ い ろ  へ  き は  
そ う ば し ら た て も のけ ん

2×3 間の総柱建物

炉壁の出土状況 ふいごの羽口の出土状況

ぐ  ち
斎富遺跡 3E 区

４ 　奈良時代の営み４ 　奈良時代の営み

　奈良時代の掘立柱建物は、真北を向いて

整然と建ち並びます。中池南遺跡では奈良

時代の建物や作業空間が見つかっており、

２×３間の掘立柱建物は一辺 60 ～ 70 ㎝の

隅丸方形の柱穴で構成されています。

　また、斎富遺跡の集落縁辺の溝 2 条は、

約 2.5ｍ間隔で平行して東西方向に延びる

ことから、道路状の遺構と考えられます。

し ん ぽ く

の

け ん

2×3 間の側柱建物
が わ ば し ら た て も のけ ん

東西に延びる道路状遺構須恵器 ・ 土師器の出土状況

中池南遺跡 2 区

中池南遺跡 2 区

斎富遺跡 1C 区
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５ 　渡来人はどこへ５ 　渡来人はどこへ

　30 年前の発掘調査では朝鮮半島との

つながりが認められる遺構や遺物が見

つかりました。今回の調査ではどうだっ

たのでしょうか。

　斎富遺跡からは朝鮮半島でよく使わ

れた甑や鍋の把手に溝を切った有溝把

手が出土しました。今のところ、それ

以外に明確に朝鮮半島とのつながりを

示すものは見つかっていません。集落

の中心が山陽自動車道側だったので

しょうか。今後の出土品の整理にご期

待ください。

こ し き と っ て ゆ う こ う　 な べ

有溝把手

斎富遺跡全景 （西から）

編集 ・ 発行　　赤磐市教育委員会　　令和 5 年 5 月
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