
 

 

 

幡羅官衙
は ら か ん が

遺跡群
い せ き ぐ ん

ついて 

 幡羅官衙遺跡群は、熊谷市西別府と深谷市東方
ひがしかた

にまたがる「幡羅官衙遺跡」・「西別府遺跡」、「西

別府祭祀
さ い し

遺跡」、「西別府廃寺
は い じ

」の４遺跡から構成されます。 

 本遺跡群は、古代幡
は

羅
ら

郡
ぐ ん

の郡役所及びその関連遺跡です。 

「幡羅官衙遺跡」・「西別府遺跡」は幡
は

羅
ら

郡家
ぐ う け

（郡役所跡）、「西別府祭祀遺跡」は郡家に付属する湧
ゆ う

泉
せ ん

祭祀場
さ い し ば

跡
あ と

、「西別府廃寺」は郡役所に付属する寺院跡です。これら３つの要素が有機的に機能して

いた郡役所は、全国的にみても数例しかなく貴重です。 

 今回の国史跡に指定されましたのは、「幡羅官衙遺跡」及び「西別府祭祀遺跡」の２遺跡で、これ

らは郡家の全体像が把握できるとともに、付属する祭祀場も含め、その成立から廃絶に至るまでの過

程が確認でき、また、地方役所の構造や立地を知る上で、大変重要な遺跡です。 

 現在、遺跡群のほとんどが農地として利用されており、当時の景観を非常に良く残していることか

ら、幡羅郡家の実態に迫ることができる情報量が豊富に残されている遺跡であると考えられます。  

国史跡 西別府
に し べ っ ぷ

祭祀
さ い し

遺跡
い せ き

 ２０１８年２月１３日指定 

 湯殿
ゆ ど の

神社
じ ん じ ゃ

が所在する台地の縁辺部
え ん ぺ ん ぶ

を中心に位置し、７世紀後半から 11 世紀前半まで連綿
れ ん め ん

と行われ

た水辺(湧
ゆ う

泉
せ ん

)の祭祀場跡で、湯殿神社裏のかつて湧泉のあった河川跡から、石製
せ き せ い

模造品
も ぞ う ひ ん

・土師器
は じ き

・

須恵器
す え き

などの土器のほか土
ど

錘
す い

が多数出土しています。 

 祭祀は、７世紀後半の石製模造品を主に用いた祭祀が、７世紀末～８世紀初頭には郡家が整備され

たことにより郡家に所属する公の祭祀へと変遷し、９世紀後半には願文
が ん ぶ ん

や吉祥
きっしょう

文字
も じ

を墨書
ぼ く し ょ

した土器な

どを用いた祭祀へと変化していったことが考えられます。これらは、豊かな水の恵み、郡家の政治や

郡家の人々の安寧を願って行われたものと推定されます。 

西別府
に し べ っ ぷ

廃寺
は い じ

 

熊谷市域に所在する 8世紀初頭から 9世紀後半まで存在した寺院で、幡羅郡家に付属する寺院であっ

たと考えられています。 

 平成 2年度から平成 28年度までの３次におよぶ発掘調査により、多量の瓦
かわら

、瓦塔
かわらとう

、土師器
は じ き

、須恵器
す え き

、

鉄
て つ

釘
く ぎ

等が出土しています。 

 寺域は、東西 150ｍ、南北 200ｍ程の規模と推定され、幅 5ｍ程の区画溝で区切られていたと考

えられます。伽藍
が ら ん

配置
は い ち

については、部分的な発掘調査のため詳細は不明ですが、伽藍想定域を区画す

る溝内に、基壇
き だ ん

建物
た て も の

跡
あ と

が 1棟確認され、その西（30ｍ程）には並列していた建物の存在(版
は ん

築地業
ち く ち ぎ ょ う

跡
あ と

)

も推定されています。また、寺域内には日常維持管理や、鉄釘等の寺の建築金具を製造した鍛冶
か じ

工房
こ う ぼ う

と推定される竪穴
た て あ な

建物
た て も の

跡
あ と

４棟のほか、葺
ふ

き替えた瓦や土器などを廃棄した瓦溜り状
か わ ら た ま り じ ょ う

遺構
い こ う

などが検出さ

れています。 

西別府
に し べ っ ぷ

遺跡
い せ き

 

 深谷市幡羅官衙遺跡から続く遺跡で、９世紀前半から１０世紀後半までの大小の掘立柱建物を擁し

た二重溝で区画された官衙ブロックが確認されています。 

 平成 15年度から平成 22年度までの 4次におよぶ調査により、土師器
は じ き

・須恵器
す え き

・ロクロ

土師器
は じ き

、当時の高級食器である緑釉
りょくゆう

陶器
と う き

や灰釉
か い ゆ う

陶器
と う き

などの土器のほか、隣接する西別府廃寺に使われ

た軒
の き

丸瓦
まるがわら

・軒
の き

平
ひ ら

瓦
が

などが出土しています。 

 なお、本遺跡範囲内には、幡羅郡家の郡庁が存在する可能性が高いと推測されています。 

国
く に

史跡
し せ き

 幡羅官衙
は ら か ん が

遺跡
い せ き

 ２０１８年２月１３日指定 

  熊谷市に隣接する深谷市域に所在し、35次におよぶ発掘調査により、東西 500ｍ、南北 400

ｍ程の範囲に広がる、7世紀後半から 11世紀前半まで機能していた、古代幡羅郡家跡であることが

確認されています。 

 郡庁を除く、正倉
しょうそう

、館
た ち

、厨家
く り や

のほか行政実務を行う曹司
ぞ う し

の建物群や区画施設、鍛冶工房、道路など

郡家を構成する諸施設が確認されています。 

 また、館と考えられる建物群の北側には、多量の土器、焼土や炭化物の他、獣骨・鳥骨・魚骨・貝

殻が出土した廃棄土坑
は い き ど こ う

が確認されていて、これらは、館において行われた饗宴
きょうえん

に用いられた食材の

残滓
ざ ん し

とも考えられています。 
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国指定史跡『幡羅官衙遺跡群』簡易ガイドマップ

（深谷市）
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は　ら かんが  い せきぐん
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