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北き
た
や
ま
は
い
じ

山
廃
寺
、
北
山
三み

し
ま嶋

遺
跡
は
、
紀
の

川
市
貴
志
川
町
北
山
に
所
在
す
る
弥
生
時

代
（
約
２
０
０
０ 
年
前
）
か
ら
中
世
（
約

７
０
０ 

年
前
）
の
遺
跡
で
す
。

　

平
成
20
年
度
と
21
年
度
の
２
箇
年
、
農
地

整
備
（
中
山
間
総
合
整
備
事
業
）
に
伴
う
発

掘
調
査
を
実
施
し
、
弥
生
時
代
の
竪た
て
あ
な穴
住

居
、
古
代
と
中
世
の
掘
立
柱
建
物
・
井
戸
・

工
房
・
粘
土
採さ
い
く
つ
こ
う

掘
坑
を
確
認
す
る
な
ど
、
大

き
な
成
果
を
得
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
整

備
事
業
の
工
事
に
伴
い
新
た
に
発
見
さ
れ
た

文
化
財
の
記
録
保
存
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
「
風
車
」
で
は
、
こ
の
な
か
で
、

特
に
注
目
さ
れ
る
古
代
の
瓦が
よ
う窯
の
調
査
成
果

を
中
心
に
、
み
な
さ
ん
に
ご
報
告
し
ま
す
。

　

瓦
窯
は
、
遺
跡
の
北
側
の
斜
面
で
３
基
、

南
側
の
斜
面
で
２
基
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

北
側
の
斜
面
で
は
、
古
代
の
瓦
窯
１
基

と
中
世
の
瓦
窯
２
基
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

い
ず
れ
の
時
期
の
窯
も
、
床
面
が
平
坦
な

『
平ひ
ら
が
ま窯
』
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

古
代
の
瓦
窯
（
３
号
窯
）
の
残
り
は
極

遺跡位置図　S=1:50,000

北
山
廃
寺
、北
山
三
嶋
遺
跡
の
発
掘
調
査

め
て
良
く
、
使
用
す
る
ご
と
に
取
り
壊
さ
れ

る
天
井
部
分
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
全
て
の
部
分

が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
瓦
を
焼
い
た
場
所

（
焼
し
ょ
う
せ
い成
部
）
や
燃
料
で
あ
る
薪ま
き

を
燃
や
す
場

所
（
燃
ね
ん
し
ょ
う焼
部
）
の
壁
は
、
粘
土
と
平
瓦
を
積

み
重
ね
て
丁
寧
に
作
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
炎

の
流
れ
を
う
ま
く
制
御
す
る
た
め
、
焼
成
部

と
燃
焼
部
と
の
間
に
は
仕
切
り
（
隔か
く
へ
き壁
）
を

作
り
、
数
箇
所
に
孔
（
分ぶ
ん
え
ん
こ
う

焔
孔
）
を
開
け
て

い
ま
す
。
ま
た
、
焼
成
部
に
は
、
分
焔
孔
か

ら
伸
び
て
く
る
炎
を
窯
の
奥
ま
で
導
く
た
め

に
、
丸ま
る
が
わ
ら瓦
や
平ひ
ら
が
わ
ら瓦
を
転
用
し
て
５
条
の
畦あ
ぜ

を

設
け
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
窯
の
特
徴
は
、
残
り
の
良
さ
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
２
回
以
上
の
補
修
や
改
造
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
点
で
す
。
改

造
に
よ
り
、
焼
成
部
は
小
さ
く
な
り
、
窯
後

部
に
造
り
出
さ
れ
た
煙え
ん
ど
う道
は
機
能
を
失
い
、

天
井
に
孔
を
穿
つ
も
の
へ
と
変
化
し
た
よ
う

で
す
。
焼
成
部
の
奥
壁
に
積
ま
れ
た
瓦
は
、

焼
き
損
じ
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
奥
壁

の
一
部
と
し
て
機
能
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

調査位置図　S=1:3,000
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４

瓦窯構造模式図（左：平窯　右：登窯）
「摂河泉の古代瓦窯を考える」

摂河泉文庫・摂河泉古代寺院研究会　から転載

　

燃
焼
部
か
ら
出
土
し
た
土
器
や
壁
に
使
わ

れ
た
瓦
か
ら
、
８
世
紀
代
に
作
ら
れ
、
少
な

く
と
も
９
世
紀
代
ま
で
は
補
修
や
改
造
を
受

け
つ
つ
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

改
造
を
受
け
る
た
び
に
焼
成
部
が
だ
ん
だ

ん
と
小
振
り
な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
様
子

は
、
考
古
学
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
代

の
瓦
窯
の
変
遷
過
程
そ
の
も
の
で
す
。

　

南
側
の
斜
面
で
は
、
床
面
が
傾
斜
す
る

『
登の
ぼ
り
が
ま窯
（
窖あ
な
が
ま窯
）』
と
呼
称
さ
れ
る
瓦
窯
が
２

基
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
の
１
号
窯

は
残
り
が
良
く
、
焚た
き
ぐ
ち口
を
粘
土
と
瓦
で
整
形

し
て
い
る
様
子
も
判
明
し
ま
し
た
。
瓦
を
焼

い
た
後
の
燃
え
残
り
の
炭
や
灰
な
ど
を
捨
て

た
跡
（
灰は
い
ば
ら原
）
の
状
況
か
ら
、
少
な
く
と
も

三
回
以
上
は
窯
焚
き
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。
出
土
し
た
瓦
か
ら
み
て
、
北
山
廃
寺
が

創
建
さ
れ
た
７
世
紀
後
半
代
に
造
ら
れ
た
窯

と
み
ら
れ
ま
す
。

　

北
山
廃
寺
、
北
山
三
嶋
遺
跡
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
調
査
で
、
古
代
寺
院
や
粘
土
採
掘
坑

が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
今
回
の
瓦
窯
の
調
査

に
よ
り
、
瓦
造
り
に
必
要
な
粘
土
を
採
取
し

た
場
所
（
粘
土
採
掘
坑
）、焼
く
場
所
（
窯
）、

使
っ
た
場
所
（
寺
院
）
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
と
も
と
、
和
歌
山
県
内
で
の
瓦
窯
の
調

査
例
は
極
め
て
少
な
く
、
貴
重
な
事
例
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
う
え
、
生
産
（
瓦
造
り
）

か
ら
消
費
（
使
用
）
ま
で
の
流
れ
が
追
え
る

事
例
は
、
全
国
的
に
み
て
も
決
し
て
多
く
は

あ
り
ま
せ
ん
。
調
査
に
携
わ
る
者
と
し
て
、

吹
き
す
さ
ぶ
寒
風
だ
け
で
な
く
、
掘
り
進
め

る
遺
跡
の
重
要
さ
に
も
、
身
の
引
き
締
ま
る

日
々
と
な
り
ま
し
た
。　
　
　
（
井
石
好
裕
）

４号窯（左）・５号窯（右） １号窯（焚口からみる）



な
り
ま
す
。
写
真
を
よ
く
見
る
と
、
銅
板
屋
根

は
桧
皮
に
替
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
鬼お
に
い
た板

や
玄
関

の
箱
棟
は
当
時
の
も
の
が
再
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
判
り
ま
す
。

　

大
正
十
四
年
と
い
う
と
、
現
在
の
南
海
電
車

が
高
野
下
ま
で
延
伸
さ
れ
た
年
で
も
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
高
野
下
か
ら
山
上
ま
で
は
徒

歩
。
所
要
時
間
は
、
難
波
か
ら
だ
と
五
時
間
程

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
職
人
さ
ん
達
が
こ
の
電
車

に
乗
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
工
事
に

必
要
な
銅
板
な
ど
の
資
材
も
山
外
か
ら
持
ち
込

ん
で
い
る
は
ず
で
、
こ
ち
ら
は
索さ
く
ど
う道

（
ロ
ー
プ

ウ
エ
ー
）
で
運
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

高
野
山
に
も
近
代
化
の
波
が
押
し
寄
せ
た
こ

の
時
期
。
金
剛
三
昧
院
は
そ
の
波
に
乗
り
、
世

間
の
耳
目
を
集
め
る
よ
う
な
、
壮
麗
な
外
観
を

仕
立
て
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な

こ
と
を
考
え
る
と
、
大
正
時
代
に
活
躍
し
た
職

人
さ
ん
達
の
思
い
が
、
今
も
息
づ
い
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
昭
和
の
修
理
を
経
て
残

さ
れ
た
鬼
板
は
、
現
在
も
健
全
な
状
態
を
維
持

し
て
お
り
、
今
回
の
修
理
で
も
再
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
（
結
城
啓
司
）

台
所
の
屋
根
が
銅
板
葺
き
に
変
更
さ
れ
た
際
に

制
作
さ
れ
た
も
の
と
判
明
し
ま
し
た
。

　

と
い
う
の
も
、
昭
和
四
三
年
に
現
在
の
桧
皮

屋
根
に
葺
き
替
え
ら
れ
る
以
前
は
銅
板
葺
き

だ
っ
た
こ
と
が
、
当
時
発
行
さ
れ
た
「
文
化
財

修
理
工
事
報
告
書
」の
写
真
で
判
る
か
ら
で
す
。

そ
の
銅
板
屋
根
を
施
工
し
た
の
が
、
銘
板
に
名

前
が
載
っ
て
い
る
、
大
阪
か
ら
来
た
富
門
虎
造

を
棟
と
う
り
ょ
う梁

と
す
る
五
名
の
職
人
衆
と
い
う
こ
と
に

金
剛
三
昧
院
客
殿
及
び
台
所

　

金こ
ん
ご
う
さ
ん
ま
い
い
ん

剛
三
昧
院
の
修
理
工
事
は
開
始
か
ら
丸
三

年
が
経
過
し
、
五
年
に
渡
る
長
丁
場
の
工
事

も
後
半
を
迎
え
て
い
ま
す
。
昨
年
の
お
盆
明
け

か
ら
桧ひ
わ
だ皮

屋
根
の
葺ふ

き
替か

え
が
本
格
的
に
始
ま

り
、
現
在
は
台
所
棟
と
玄
関
を
葺
き
進
め
て
い

ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
過
程
で
見
つ
か
っ
た
興

味
深
い
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

　

写
真
に
写
っ
て
い
る
「
銘め
い
ば
ん板

」
と
呼
ば
れ
る

銅
製
の
板
は
、
玄
関
の
箱は
こ
む
ね棟
と
い
う
部
材
に
付

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
見
え
に
く
い
場
所
で

あ
っ
た
た
め
、
今
回
の
工
事
で
初
め
て
確
認
さ

れ
ま
し
た
。
相
似
形
を
し
た
大
小
の
二
枚
が
あ

り
、
表
面
に
は

文
字
が
彫
ら
れ

て
い
ま
す
。「
大

正
十
四
年
」「
銅

工
」「
大
阪
」

な
ど
の
他
に
名

前
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か

ら
、
大
正
十
四

年
に
客
殿
及
び

５

「文化財修理工事報告書」に掲載されている修理前写真
　昭和 43 年に屋根が葺き替えられる直前の姿

銘板　大きい方は約 15cm 程度

文
化
財
建
造
物
課　

短
信



冨加見 泰彦
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連載コラム　考古学の散歩道

土器製塩実験の様子

　紀伊水道の沿岸、島
とうしょ

嶼には 100 を超える海人の遺跡があります。海に生産の基盤を持つ海人
は、豊かな水産資源を利用し、活発な製

せいえん

塩・漁
ぎょろう

撈活動を行ってきたことはこれまでの研究で明
らかとなっています。古代では、このような海辺の民をアマと呼び、海人、漁者、白水郎など
の字を用いています。
　今回は製塩について述べることにします。紀伊国では、土器を使った製塩が弥生時代の終わ
りころから始まりました。製塩には、絶対必要な条件が二つあります。一つは海に近いこと、
一つは燃料となる薪

まき

が豊富で容易に確保できることです。そのことから紀
き た ん

淡海峡地域では盛ん
に製塩が行われました。天暦四（950）年『東

とうだいじふこしょうえんならびにじようちょう

大寺封戸荘園并寺用帳』には「・・二百町紀伊
国海部郡賀田村」の記載があり加

か だ

太に東大寺の所領として二百町の「塩山」があったことがわ
かります。もちろん塩を産する山があるわけではなく、製塩に必要な燃料（薪）が採取できる
山の意です。
　海水は４％の塩分を含み、燃料を節約するには海水の濃度を高める必要があります。この濃
度を高めた海水のことを鹹

かんすい

水と呼びます。海
かいそう

藻に付着した塩分を乾燥させ、さらに海水をかけ
て濃度を高める方法と、ホンダワラやアマモという藻を焼いてその灰を海水と混ぜ、上澄み液
を採取する方法が考えられます。『万

まんようしゅう

葉集』に「朝なぎに、玉藻刈りつつ・・・、夕なぎに藻塩
焼きつつ・・・」と詠

うた

われ、古代に藻
も し お

塩法とよばれる方法があったことが分かります。
　加太の 西

にしのしょう

庄 遺跡では、古墳時代の石敷き炉の上に灰層があり、灰層から丸底式の製塩土器
が出土しています。このため置き火の状態で土器製塩を行ったと考えられます。灰で保温され、
安定した火力を長時間持続できる利点があります。燃料、作業などの効率面から石敷き炉が考
案されたと考えています。
　西庄遺跡出土の丸底式の製塩土器の容量は平均 185cc で、塩化ナトリウムの比重が 2.17g/
cm3 ですから、185 × 2.17 ＝ 401.45g の塩が容器に入っていたと推定できます。生命維持に
必要な塩分は 0.97g（1989 年厚生省統計 ) で、日本人の摂取量を 12.8g とすると、人工的に割
り出した一日当たりの摂取量は 12.8 － 0.97 ＝ 11.83 ｇと
なります。これは製塩土器１個で約 34 人分に相当します。
西庄遺跡の 1.5 × 2.3 ｍ規模の製塩炉で試算しますと熱効
率を考えて等間隔に土器を据えたとして 54 個が可能です。
一回の操業で 34 × 54 ＝ 1,836 人分の塩を採取できます。
　西庄遺跡で検出した炉跡は 17 基で、炉が同時に稼働し
たとすると 31,212 人分を採取できる計算になります。西
庄遺跡の竪穴住居は 38 棟あり、仮に４人家族で構成され
ていたとすると一回の操業で 205 日分が確保できます。夏
場に 10 回操業すると 2,050 日分、実に 5.6 年分が確保で
きる計算になり、自村の消費量をはるかに凌ぐと考えられ
ます。
　遺跡全体の炉跡は数十基を超えると予想されます。余剰
となった塩は水産加工にも使用され、塩自体が交易品とし
て用いられたことも十分考えられます。海人にとって重要
な産物であったことは明らかです。

海人の世界    ― 土器製塩 ―



　

今
年
の
干え

と支
に
ち
な
ん
で
「
う
さ
ぎ
」
の
彫
刻
を
紹

介
し
ま
す
。
写
真
は
九
度
山
町
に
あ
る
、
永
正
十
四

(

１
５
１
７)

年
に
建
立
さ
れ
た
丹に
う
か
ん
し
ょ
う
ぶ
じ
ん
じ
ゃ

生
官
省
符
神
社
本
殿

第
三
殿
の
蟇か
え
る
ま
た又
彫
刻
で
す
。
兎
う
さ
ぎ
は
建
築
彫
刻
の
主
題
と

し
て
意
外
と
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
全
国
で
最
古
の
例
で
す
。
勢
い
よ
く
波
の
上
を

跳
び
は
ね
る
兎
の
振
り
返
っ
た
先
に
、
三
日
月
が
雲
間

に
浮
か
ん
で
い
ま
す
。

　

兎
の
彫
刻
の
多
く
は
、
波
と
三
日
月
が
組
み
合
わ
せ

と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
三
つ
が
セ
ッ
ト
な
の
で

し
ょ
う
。
満
月
を
見
る
と
、
兎
が
餅
つ
き
を
し
て
い
る

姿
が
見
え
る
と
、
子
供
の
頃
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
す
。

中
国
で
は
、
兎
は
月
に
あ
る
月
宮
殿
で
女
神
に
使
え
、

不
老
不
死
の
妙
薬
を
作
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
延え
ん
ぎ
し
き

喜
式
』
に
は
、
白
兎
は
「
月
の
精
、
そ
の
寿
千
歳
」

と
あ
り
ま
す
。

　

昔
の
人
は
月
の
満
ち
欠
け
を
、
命
の
再
生
の
象
徴
と
考
え
ま
し
た
。
三
日
月
は

や
が
て
満
月
に
な
る
こ
と
を
待
ち
望
む
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

月
と
兎
は
不
老
長
寿
を
表
す
お
め
で
た
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

兎
を
波
と
取
り
合
わ
せ
る
意
味
は
、
実
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
中
国
に
こ
の

取
り
合
わ
せ
は
な
い
の
で
、
日
本
で
考
え
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
白
く
砕

け
散
る
波
頭
は
、
あ
た
か
も
白
い
兎
が
跳
び
跳
ね
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
そ
ん

な
連
想
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
日
本
人
独
特
の

「
見
立
て
」
の
美
意
識
を
感
じ
ま
す
が
、い
か
が
で
し
ょ
う
か
。　
（
鳴
海　

祥
博
）

　

中
世
末
、
そ
の
繁
栄
の
極
み
に
あ
っ
た
根
来
寺
が
、
秀
吉
の
焼
き
討
ち
に
よ

り
灰か
い
じ
ん燼

に
帰
し
た
の
は
天
正
十
三
（
１
５
８
５
）
年
。
そ
の
後
、
家
康
の
復
興
許

可
を
得
て
本
格
的
に
山
内
に
坊
院
が
再
興
さ
れ
始
め
る
の
は
お
そ
ら
く
元
和
元

（
１
６
１
５
）
年
の
頃
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
こ
の
間
は
〈
空
白
の
三
十
年
〉
と
い

う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　

こ
の
三
十
年
は
、
わ
が
国
の
窯
業
史
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
と
、
ち
ょ
う
ど

志し

の野
・
織お
り
べ部
と
い
っ
た
桃
山
茶
陶
の
全
盛
期
で
す
ね
。
と
も
に
現
在
の
岐
阜
県
、

美
濃
地
方
で
焼
か
れ
た
や
き
も
の
で
す
。
京
都
・
大
阪
あ
る
い
は
堺
と
い
っ
た
当

時
の
大
消
費
地
で
は
た
く
さ
ん
出
土
す
る
の
に
、
根
来
寺
で
は
ま
っ
た
く
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
出
ま
せ
ん
ね
。
筆
者
の
知
る
限
り
志
野
は
一
点
、
織
部
は
少
し
多
い

で
す
が
、
そ
れ
で
も
十
点
に
満
た
な
い
で
し
ょ
う
。
逆
に
言
え
ば
こ
の
間
、
根
来

寺
が
い
か
に
寂
れ
て
い
た
か
を
傍
証
す
る
遺
物
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

志
野
も
織
部
も
茶
の
湯
の
世
界
で
多
く
用
い
ら
れ
た
や
き
も
の
で
す
。
と
く
に

織
部
は
、
利
休
七
哲
の
ひ
と
り
と
さ
れ
る
戦
国
の
武
将
、
古
田
織
部
が
そ
の
創
作

に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
端
正
な
形
を
拒
み
、
あ
え
て
歪
ん
だ
沓
く
つ
か
け

茶
碗

に
し
た
り
、
大
胆
に
緑
色
の
釉
薬
を
片
身
が
け
に
し
た
り
、
文
様
・
絵
付
け
も
奔

放
で
す
。

　

そ
の
斬
新
さ
、
奇
抜
さ
は
、
一
見
、
侘わ

び
・
寂さ

び
を
求
め
る
茶
の
湯
の
世
界
と

相
矛
盾
す
る
よ
う
で
す
が
、
師
の
利
休
が
、
賤し
ず

が
苫と
ま
や屋

に
千
金
の
馬
を
つ
な
い
だ

よ
う
に
、
茶
室
と
い
う
静
謐
な
空
間
に
こ
の
破
調
の
美
を
持
ち
込
ん
だ
の
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
筆
者
は
長
く
こ
の
や
き
も
の
に
親し
ん
し
ゃ炙

し
て
き
た
せ
い
か
、
今
や

茶
の
湯
の
真
髄
で
あ
る
、
侘
び
・
寂
び
の
境
地
に
達
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
最
近
で
は
、
媚こ

び
さ
え
も―

―
―

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

村
田　

弘)

発
掘
屋
余
話　

⑪　
　

桃
山
の
茶
陶

建
築
彫
刻
の
話　

⑪

丹生官省符神社本殿第三殿の蟇又彫刻
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