


表紙（表）は鏡西谷遺跡C地区出土の同安窯青磁・皿および横田賢次郎・森田勉（1978）
掲載の大宰府跡出土龍泉窯系青磁碗を利用して図案化した。表紙（裏）は鏡西谷遺跡 E
地区出土の絵画土器（弥生土器）を利用して図案化した。
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序　　文

ここに『調査研究紀要』第 5号をお届けする。第 5号は、研究編、調査編、

付編の３部で構成している。研究編では、鏡遺跡群を中心とする広島大学

東広島キャンパス出土の土師質土器の分析を行うとともに、安芸地方（広

島県西部）の中世土師質土器の編年や地域性について考察した。頁数の関

係から、本号では研究の前半部分を収録している。調査編では 2010 年度

の開発に伴う立会・試掘調査を中心とした埋蔵文化財関連業務の概要を収

録した。2010 年度の開発に伴う試掘・立会調査は広島市霞地区におけるレ

ジデントハウス・ゲストハウス新設工事、外来診療棟新設工事などに関連

して多くの調査を実施している。その成果として、昨年度に引き続いて、

旧広島陸軍兵器補給廠（支廠）に関連する建物跡、排水路遺構などが各所

で確認され、関連遺構が本学霞地区において良好な形で広範に遺存してい

ることが改めて確認された。付編には調査室が 2010 年度に実施した教育・

普及・研究活動の概要を収録した。普及活動は 2007 年度から実施してい

る東広島地区山中池南遺跡の保存整備の概要と 2008 年度から東広島市教

育委員会との共催事業として実施している「親と子の体験歴史村」を中心

に報告した。研究活動については、国史跡鏡山城跡に隣接するががら山一

帯の調査（東広島市からの受託研究）を昨年度から４ヶ年計画で進めてお

り、本年度はその２年目となる。鏡山城跡に隣接する地区であり、中世を

中心とする遺跡の存在が予想されてきた場所である。本年度も関連遺構を

検出し、その調査成果の概要を収録した。

さて、開発に伴う埋蔵文化財に係わる業務は、今年度も広島市霞地区を

中心に多くの協議と試掘・立会調査開を実施した。中でも、広島市霞地区

では開発が継続的に行われており、これに伴って試掘・立会調査も継続的



に実施している。これにより旧広島陸軍兵器補給廠（支廠）の考古学的な

解明も進展すると同時に、それ以前の近世～近代の様相もきわめて断片

的であるが、少しずつ明らかとなり始めている。また、新外来診療棟基礎

掘削工事の立会調査では海成層中に縄文時代などの遺物が包含されている

ことが判明するとともに、堆積層の検討や堆積層に含される木質資料、貝

殻資料などの分析を通じて大まかな地形変遷を復元できることが明らかと

なった。今後の調査研究にまつ部分が大であるが、遺跡立地や遺跡環境を

知るための有力な方法となるものと期待される。

このように、霞地区では旧広島陸軍兵器補給廠（支廠）関連を主体とす

る埋蔵文化財の調査成果が挙がりつつある一方で、未調査部分に関連遺構

が多く眠っていることが予想される。今後は遺構の保存も含め、開発と遺

跡保存の調整をして行く必要がある。大学当局や関係諸機関と連携しなが

ら埋蔵文化財の調査と保護・活用を検討したいと考えている。皆様のご支

援とご協力をお願い申し上げる次第である。

2014（平成 26）年 3月

広島大学総合博物館
埋蔵文化財調査部門長

藤　野　次　史
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例　　言

1．本書は、研究編、調査編、付編からなる。研究編は、広島大学キャンパス内遺跡および出土遺物、

広島大学への寄贈・寄託遺物の研究をはじめ、これに関連する幅広い遺跡・遺物の研究を目的

としている。調査編は、各年度に行った広島大学キャンパス内の開発に伴う協議事項および立

会調査、試掘調査、発掘調査の概要報告である。付編は、各年度に埋蔵文化財調査室ならびに

調査室構成員が行った普及・研究活動の概要と調査室設置要項などを収録した。

2．研究編では、1979 ～ 1982 年度に予備調査、発掘調査を実施した鏡地区出土資料を中心に、東

広島キャンパス出土の土師質土器坏・皿を取り上げ、分析・考察を行うとともに、安芸地方の

土師質土器の様相を考察した。本研究は本年度（第 5号）と次年度（第 6号）に分けて報告し、

本年度は東広島キャンパス出土資料の様相と分析について掲載する。また、付録ＣＤを添付し、

研究編で資料として提示した広島大学東広島キャンパス出土土師質土器観察表ほかを収録した。

3．調査編は、2010 年度において、東広島地区（東広島市）、霞地区（広島市）、翠地区（広島市）、

東雲地区（広島市）、三原地区（三原市）の開発に伴って実施した協議事項と立会調査、試掘調

査の概要である。

4．付編は、2010 年度の普及・研究活動の概要を収録した。また、2011 年 5 月 1 日埋蔵文化財調査

室は総合博物館と合併し、あらたに総合博物館運営委員会のもとに埋蔵文化財調査専門委員会

を設置して広島大学における埋蔵文化財の取り扱いについて審議することとなった。このこと

から、新たな規定についても収録した。調査室構成員については、本書の作成に関わった 2010

～ 2013 年度の構成員全てを載せている。

5．2010 年度の立会・試掘調査は、広島大学が所在する市町教育委員会と協議・協力を行い、広島

大学財務・総務室施設企画・計画・管理グループの協力を得て実施した。調査は、藤野次史が行い、

永田千織、八幡浩二が補佐した。

6．研究編、調査編に関わる整理作業は、2010 年度が、藤野、八幡、永田、岩本、2011 年度が、藤野、

永田、山手、岩本、2012・2013 年度が、藤野、永田、山手、西口が行った。

7．研究編に関わる遺物の実測や分布図などの作成は、永田、山手、藤野が行い、図の浄書は主と

して山手が行った。表の作成は、永田、山手が行い、西口が協力した。写真図版の作成は藤野が行っ

た。

8．調査編の図面は藤野が作成し、浄書した。研究編、調査編に関わる写真図版の作成は藤野が行った。

9．調査編に利用した広島大学各キャンパスの建物配置図等は広島大学財務・総務室施設企画グルー
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プから提供された図面を利用して作成した。

10．本書の執筆は、研究編を永田、藤野が、そのほかを藤野が行った。

11．本書の編集は藤野が行った。

12．本書で取り上げた広島大学内出土の遺物は、広島大学総合博物館（埋蔵文化財部門）が保管し

ている。
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図版 4　鏡千人塚跡出土ＳＫ 15 の土師質土器坏・皿
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写真 108　2 次掘削 14 ～ 18 区（Ｈ 1 ～ Ｈ 18 区）南壁（矢板補強H 鋼設置工事掘り方）（北

東より）

写真 109　2 次掘削 17 区（H5・6 区）南壁

写真 110　2 次掘削 26 区南部（Ｃ 7 区）西壁

写真 111　2 次掘削 26 区（E7 区）西壁
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土器出土地点（南東より）

写真 113　2 次掘削 30 区（Ａ 5・6 区）西壁縄文土器出土状況（東より）
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写真 134　2 次掘削出土縄文土器（内面）（1：30 区、2：28 区、3 ～ 5：27 区）
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写真 138　防球ネット支柱基礎掘り方 7 区完掘状況（北より）

写真 139　附属学校部新設外灯基礎 1 区完掘状況（東より）

写真 140　附属学校部新設外灯基礎 2 区完掘状況（東より）

写真 141　附属学校部小学校運動場改修工事全景（東より）

写真 142　地下排水管北西部掘り方中央部堆積状況（南西より）

写真 143　地下排水管地区西側南北掘り方完掘状況（北より）

写真 144　地下排水管地区西側南北掘り方堆積状況（西より）

写真 145　中学校駐輪場取設工事支柱基礎掘削状況（南東より）

写真 146　中学校駐輪場取設工事東側駐輪場支柱基礎東端完掘状況（南より）

写真 147　中学校駐輪場取設工事西側駐輪場支柱基礎西列完掘状況（南より）



－　xiii　－

写真 148　小学校校舎南側給水管掘り方掘削状況（南東より）

写真 149　小学校校舎南側給水管掘り方完掘状況（北西より）

写真 150　大学構内の遺跡見学

写真 151　体験その 2（土器の種類の説明）

写真 152　体験その 2（土器の作り方の説明）

写真 153　体験その 2（参加者の土器作り）

写真 154　土器の接合体験（自由参加）

写真 155　体験その 3（火起こし体験）

写真 156　型取りのための遺構（鍛冶炉・石組炉）の掘り出し作業

写真 157　型取りのための遺構（鍛冶炉・石組炉）の掘り出しと清掃

写真 158　遺構（石組炉）の型取り

写真 159　遺構（石組炉）の型取り（FRP)

写真 160　住居跡（工房跡）土盛作業

写真 161　住居跡（工房跡）の床面掘削と壁面・法面の成形

写真 162　住居跡壁面補強作業（コンクリート基礎と鉄筋の設置）

写真 163　硬化剤混合土（ガンコマサ）を使用した住居跡壁面構築

写真 164　復元石組炉の位置出し作業

写真 165　復元石組炉の掘り方掘削と排水施設の設置

写真 166　復元石組炉の設置

写真 167　鍛冶炉の掘削成形
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