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№３新発見！市内の

森城跡の表採遺物

令和６年度調査より

　

か
ほ
く
市
の
森
の
八
幡
神
社

が
あ
る
丘
陵
に
位
置
す
る
﹁
森

城
跡
﹂
は
︑
石
川
県
教
育
委
員

会
が
調
査
し
た
﹃
石
川
県
中
世

城
館
跡
調
査
報
告
書
Ⅰ︵
加
賀

Ⅰ
・
能
登
Ⅱ
︶﹄
で
も
報
告
さ
れ

お
り
︑
中
世
の
城
館
跡
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
︒

　

城
跡
と
し
て
の
遺
構
を
み
る

と
︑
八
幡
神
社
の
社
殿
が
あ
る

山
頂
に
は
土
塁
の
痕
跡
が
見
ら

れ
ま
す
︒
ま
た
丘
陵
斜
面
に
平

坦
面
が
あ
り
︑
曲
輪
︵
く
る
わ
︶

や
平
坦
地
の
残
欠
と
み
ら
れ
る

箇
所
も
確
認
で
き
ま
す
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑こ
れ
ま
で
﹁
森

城
跡
﹂
は
︑
中
世
の
遺
跡
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
︑
市
史
編
さ
ん
調
査
を
契
機

に
︑
弥
生
時
代
終
わ
り
頃
に
も

集
落
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
新
た
に
分
か
っ
て
き
ま
し

た
︒

　

今
回
︑
新
た
に
確
認
し
た
の

は
︑
弥
生
土
器
と
遺
構
︵
窪
み
︶

で
す
︒
場
所
は
︑
山
頂
の
八
幡

神
社
へ
向
か
う
参
道
の
脇
に
な

り
ま
す
︒
長
年
︑
参
道
の
脇
が

風
雨
で
さ
ら
さ
れ
た
め
︑
弥
生

土
器
が
露
出
し
た
も
の
と
み
ら

れ
︑
土
器
の
表
採
時
に
︑
周
囲

を
掃
除
し
た
と
こ
ろ
︑
遺
構
と

し
て
﹁
窪
み
﹂
を
土
層
断
面
で

確
認
し
ま
し
た
︒

　

ま
た
︑
森
城
跡
の
周
囲
の
弥

生
時
代
後
期
か
ら
終
わ
り
頃
の

遺
跡
を
見
る
と
︑
上
山
田
貝
塚

︵
丘
陵
の
上
の
芝
生
広
場
の
下
︶

や
鉢
伏
茶
臼
山
遺
跡
︑
気
屋
遺

跡
な
ど
が
あ
り
︑
丘
陵
や
小
高

い
場
所
に
立
地
し
て
い
る
こ
と

な
ど
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が

伺
え
ま
す
︒

　

気
屋
や
鉢
伏
︑
上
山
田
︑
森

な
ど
の
一
帯
の
地
域
の
歴
史
を

知
る
う
え
で
︑
貴
重
な
発
見
と

い
え
ま
す
︒

か
ほく

市教育委員会

スポーツ文化

課

表採した弥生土器片

確認した参道の脇の状況

森城跡の縄張図と遺物表採した場所

土器観察から弥生時代

終わり頃の壺と甕の底

部で、すべて上記写真

の「窪み」から表採

表土

「窪み」に堆積した土

弥生土器表採の場所

八幡神社

N

石川県教育委員会 2002『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ（加賀Ⅰ・能登Ⅱ）』

より佐伯 哲也氏が縄張図作成

写真の中央が確認した遺構（窪み）

弥生土器


