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序

この報告苔は佐賀県教育委員会が日本道路公団の委託により、

昭和58・59・63年度に実施した九州横断自動車道建設に伴う埋蔵

文化財発掘調査の報告であります。

今回の報告は、烏栖市所在の都谷遺跡 ・宮西遺跡 ・山浦西北方

遺跡・山浦新田遺跡・荻野遺跡・日岸田遺跡 ・東田遺跡 ・本川原

遺跡に関するものであります。これらは古墳時代後期の群集墳を

はじめとし、弥生 ・古代 ・中世と各時代にわたる集落跡 ・墓跡な

どその内容も豊富です。

発掘調査の記録としては満足ゆくものではありませんが、本報

告書を通して埋蔵文化財に対するなお一層のご理解をいただくと

ともに、今後の学術文化向上に少しでも役立てば幸いと思います。

発刊にあたり、長期にわたる多難な発掘調査を通して多大な御

協力をいただいた地元の方々並びに日本道路公団に対し、心から

厚く御礼申し上げます。

平成3年3月30日

佐賀県教育委員会

教育長 志 岐 常 文



例 言

］．本むは九州横断自動車道建設に伴い、昭和58・59年度並びに昭和63年度に実施した烏栖市

所在の都谷遺跡 ・宮西遺跡 ・山浦西北方逍跡 ・山浦新田遺跡 ・荻野遺跡 ・日岸田遺跡 ・束

田遺跡 • 本川原遺跡の発掘調査報告書である。

2. 発掘調在は日本道路公団の委託を受け、佐双県教育委員会が実施した。

3. 古墳出土の耳環および金属器については佐賀県工業試験場機械金属部臼井一郎氏に成分分

析をお願いし、玉稿を賜った。

3. 本書の執筆分担は次のとおりである。

第 1京閾査の概要 小松譲

第2政地理的 ・歴史的環現 久山高史

第3京遺跡各説

都谷遺跡

山浦西北方遺跡

荻野遺跡

東田遺跡

小 松 譲

小 松 譲

騨内康光 • 宮武正登

麻瀬哲郎

宮西遺跡 小松譲

山浦新田遺跡小松譲

日岸田遺跡 田平徳栄

本Ill原遺跡

第4:1l I. 都谷遺跡における古項群形成過程について

2. 調査区外の古墳群について

家田淳ー ・高瀬哲郎

小松類

小松譲

3. 石室形態について 小松譲

付論 烏栖市都谷遺跡出土の耳環成分分析9こついて 臼井一郎

本,,,原遺跡出土試料分析結果 臼井一郎

本書の編集は小松譲が担当し、百崎正子が協力した。

4. 図面 ・写真等の記録類および出土遺物の整理分担は次のとおりである。

遺物復元 瀬山由規子 ・ 宮崎明子 • 井原美江 ・ 岩下洋子 ・ 石井羊子 ・ 馬場洋子 ・ 西孝子

遺物実測 徳永貞紹 ・ 神田浩子 ・ 岩井祥子 • 松尾京子 ・ 馬場美奈子 ・ 兵動芙紀

吉田雅子 ・末吉由紀子

製 図吉田雅子 ・末吉由紀子 ・幸尾由紀子 ・谷沢裕英 ・村里育子 ・兵動搾子

江副朋子 ・野田英恵子 ・熔野みつ代

写真撮彩久山高史 ・山田親 現像焼付 古買栄子

5. 遺構 ・遠物図面 ・写真等の調査記録類並びに出土遺物は佐賀只教育委貝会が保管する。

6. 発掘調査にあたっては全般にわたり地元の方々からなにかと御協カ ・御便宜を得た。また、

本書の作成にあたっては奈良大学教授水野正好氏 ・識者各位 ・烏栖市教脊委貝会 ・同僚ほ

かから史料提供や貴重な御教示をいただいた。記して感謝申 し上げる次第である。



凡 例

I. 遺跡の略号は次のとおりである。

• 都谷遺跡 MKD • 宮西遺跡 MYN • 山涌西北方遺跡 YUH • 山涌新田遺跡 YUS

• 本川原遺跡 HGR

2. 遺構の種別に応じた分類記号は既刊の九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書に

• 荻野遺跡 OGN ・日岸田遺跡 HIG • 東田遺跡 HGA

従い次のとおり探記する。

SB: 竪穴住居跡 ・掘立柱建物跡 SK: 土塙 SD: 溝 s J : 甕棺慕 ST: 古墳

sc: 石棺硲 • 石蛮土塙墓 SP: 土墳廷 ・木棺廷 SE: 井戸跡 sx: 不明遺構

3. 各遺跡の遺構番号は発掘調査時の番号をそのまま用いた。

4. 本報告び中の遺物図番号は各遺跡ごとに、土器や石器等の種別に関係なく一速番号とし、

また図版の遺物番号と共通する。

5. 本報告むに登載した逍物実測図は実測原図、写真ネガの検索および現物との照合に便を期

すため遺物実測番匂（佐賀県教育委貝会）を表あるいは図中に付記した。

6. 遺構図の中で、出土状況が明らかな遺物については必要に応じて遺物図番勢を付記した。

7. 遺構図に用いた方位は都谷遺跡、宮西遺跡、山浦西北方遺跡、山浦新田遺跡は磁北で、荻

野遺跡、日片田遺跡、束田遺跡、本川原遺跡は真北（座憬北）である。

8. 遺構の計潟方法、その他。

竪穴住居 • 土墳 •土塙廷などの規模は検出面で、原則として縦横それぞれ中央で潟る。

9. 古墳の各部名称と計測法については、次のとおりである。

K

石
室
全
只

、1

周溝外径



目 次

第 1章調査の概要・・・・・・・・・・・・・・・"'""'"'"'"''"'''"'""''''''''"'"''""""'""'""'"'"''"""""""" 1 

1. 調査の経過．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．................................................................. 2 

2. 調'l'i'組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

第2章 地理的 ・歴史的環境・・・・....…….. ….... …, ......................... ….............. 9 

第 3章 遺跡各説・・・....................................................................................19 

都谷遺跡

I. 遺跡の概要・............................................................................................22 

II. 古墳時代の遺構と遺物・.............................................................................31 

<A地区の調査>・・・・・・・・・・・・・・"・'"・"・・""""".................................................... 31 

I. S TOOi古墳 ................................................................ , ................... JI 

<B地区の調査> ....................................................................................... 37 

1. STOOi古墳．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．謁

2. S T002古墳 ....................................................................................51 

3. ST003古墳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・"""・・・・..・・・・・・....................... 65 

.................................................................................... 68 

.................................................................................... 84 

.................................................................................... 85 

.................................................................................... 87 

.................................................................................... 93 

.................................................................................... 107 

.................................................................................... 108 

.................................................................................... 112 

.................................................................................... LIS 

.................................................................................... 12.5 

.................................................................................... 128 

.................................................................................... 141 

.................................................................................... 154 

··· ···· ···· ··· ···· ··· ···· •·· ·...... ..... .... ........................................ lo9 

4. S T004古項

5. S T005古墳

6. ST006古墳

7. S T007古坑

8. STOOS古墳

9. SX009配石

10. STOlO古墳

II. S TOIi古墳

12. S T012古墳

13. S TOl3古墳

14. ST014古墳

15. S T015古墳

16. S T016古墳

17. S T017古墳



18. S T018古墳....................................................................................175 

19. S T019古墳....................................................................................177 

<C地区の調査> ....................................................................................... 179 

; : : :~~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
3. SK003土墳....................................................................................191 

く〇地区の調査> ....................................................................................... 193 

I. STOOi古墳 ．．：．．．．．．．．．．．：．．．．：．．．．．．．．．．．．．．．．．：：．．．．．：．．．．．．．．．：．．．．．．．．．．．．．・195

2. S K002土墳 • ・200 

lll. 小結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213

宮西遺跡

I. 遺跡の概要・・・・・・・・・・・・・・・::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::220 II. 古墳時代の遺構と遺物 222 

I. S TOI古墳..........................................................................................222 

2. S T02古項 ・．．．．．．．．．．．．．． ．． ． ． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．． ．．．．．． ． ． ． ．．．．．． ． ． ． ・ · ·· ······· ······· • ······ • ······· 233

Ill. 歴史時代の遺構と遺物 ··· ··· ···· ···· ··· · ·· • ·············· • · · ··· · • ··· ··· • ············· • · ·· ··· · ·······248

I. S X04火葬墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248

2. その他の土器・·············· ·············· · ·············· · ················· ··· · ······ • ·········· · ·· · 249

IV. 小結・・・ ·············· ····· • · ··· ··· ······· ···· · · · • · ··· ··· • ······ • ······ • ······ · ······ · ······ · ··············249

山浦西北方遺跡
I. 遺跡の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256

II. 縄文時代の遺構と遺物・.............................................................................258 

Ill. 古墳時代の遺構と遺物..............................................................................259 
I. S TOI古墳..........................................................................................259 

2. S T02古墳..........................................................................................264 

3 S X03列石、SD04溝．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． 265 ········•······•······ •······•······ •·············· 

IV. 小結・・....................................................................................................268 

山浦新田遺跡

I. 遺跡の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・272
JI. 古墳時代の遺構と遺物・··········· · ·············· · ···· ·· · · ·· ···· · · ·· ··· ···· · ·· • · ·· ·· · • ·· · ···········274



I. S TOI古坑 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・.....274 

Ill. 歴史時代の遺楕と遺物・.............................................................................276 

I. S X02集石土填..............................................................., .................... 277 

2. S P03土墳藉.......................................................................................277 

3. その他の土器・......................................................................................278 

IV. 小結・ · ·········· · ··· · ········· • ··· ········ ··· • ·· ··· · · • ··· ··· · ··· ·· · · • ······· • ············· ·· " ············279

荻野遺跡

\~::: 地・::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2. 各時代の遺構と遺物・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．沈3

II. 弥生時代の遺構と遺物・··················· · ·············· · ······· · ·············· ····· •············· ·286

1. 住居跡・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．沈6

2. 甕棺廷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・289 

3. 遺構外の出土遺物・・······ · ························· · ······ · ·· ········· ··· · ······· ·•·· · ············293

Ill. 古墳及び飛烏・奈良時代の遺構と遺物・・・........…............ …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ….. 294 

I. 住居跡・······· · ····················· · ··· · ··· ··· · ······ · ······· · ······· · ······· · ······· · ········ • · ·· ···294

2. 古墳 ·················· ···· · ······ • · · ···· ······· · ······· • ···· · · ····· · ··· •···· · · ·························300

3. 石棺墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・304

: ：：：墓:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~: 
6. 溝......................................................................................................310 

7. 不明遺構 ········ · ·· · ··········· ······· · ·········· · ··· · ······· · ··············· • · ··· · ·· · · · · ··· · · · · ·· ···312

8. 遺構外の出土遺物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・315
IV. 時期不明の遺構.......................................................................................315 

V. 小結 ··· ····················· · ·········· · ··· · ·············· • ······ · • · · · · ·········· · ························315

日岸田遺跡

I. 遺跡の概要.............................................................................................328 

\~: こ訳・：::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
(1) 土壕................................................................................................335 

(2) 石棺墓・吏棺廷・................................................................................336 



2. 古瑣時代前期..............................., ....................................................... 340 

(I) 方形周溝墓 ・・.....................................................................................340 

(2)溝...................................................................................................342 

3. 古墳時代末期および奈良• 平安時代・・・・・•• •…............ …............................... 342 

(I) 竪穴住居跡 ・掘立柱建物跡・・・.......…• …....... ….. …............... …................ 342 

(2) 土壌 ························ ············ ··· ···· ··· • ······ • ·· · ··· • · · ···· • ··· ·· · · · ·· ··· · ······ • ·······351

(3) その他の遺構 ....................................................................................356 

ill. 遺物・.....................................................................................................357 

I. 縄文時代・............................................................................................357 

2. 弥生時代・............................................................................................357 

(I) 甕棺社・............................................................................................357 

3. 古墳時代前期.......................................................................................361 

(1) 土師器・................................................, ........................................... 361 

4. 古墳時代末期および奈良 • 平安時代・・……….......…….................. …............ 35s 

(I) 土師器 ・須思器・................................................................................368 

(2) 鉄器・·· · ······· · ······· · ·· • · ··· ··· • ······ • · · ···· · ······· · ······ · ················· ················· · ·377
5. 中世 ...................................................................................................377 

(I) 土器類・............................................................................................377 

東田遺跡

（．遺跡の概要 ·················· · ·· · ·· ·· ···· ·· · • · ·· ········ ··· ························· · ······ · ··· · ······ · ·382

\~: 生時代．．：．．．．．：：：．．：．：：：：．：：．：：：．：．．．：：．：．．：：．．．．．：：：．．．：：．．．．．．．．．．．．．．．．．．：．．：：：．．：．．：： 

z'.1)古：：::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
"\~: 生土日．．．． ：：：．．．．．：：．．：．．．：：．．．．．．．．．．．．．．：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：． ．． ．： ．．．：： 

2. 土師器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・391

::::;~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

IV. 小結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・395



本川原遺跡

'・t::: 査．．．．．．．．．．．．．．．．：．．．．．．．．．．：．．．．．．．．．．：．．．．．：．．．．．：．：：：

2. 今回の潤査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400

3. 調査区の概要 ··············· · ·············"·· · ······· ···· · ·· · ···· · · ·· ··· · • ···· ··· ···· ··· ·· ··· · · · ·· ·401

!\~;~ 五五：：．．：：：．：：：．．．．：．：：．． ．． ：：．．．：． ：：：．．．．．．．．．．：．．．．：．．．．．．．：： 

2. 掘立柱建物跡・......................................................................................416 

3. 埋置土器遺構 ······· · • ······ • · · ···· • · · · · · ····· ····· • ··· · ·· • ······· • ···· ··· • · ·· ···· " · · ····· · ········425

4. 土填...................................................................................................425 

5. 不明遺構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・429

Ill. 遺物 ········· · · ······ ·· · ······· · ·········· · ·············· • ·· ·· · · ··· · ···· • · ·· ···· ···· ··· · • · ·· ··· ·· ·· · ····· ·431

1. 竪穴住居跡出土遺物・.............................................................................431 

2. 掘立柱建物跡出土遺物・· ·· ···· · ·· ····· · ·· ······· · ······· ······· ····· · ·· ···· · ··· • ······· •·········439

3. 埋閾土器遺構出土遺物 ・..........................................................................440 

4. 土墳出土遺物・・.....................................................................................441 

5. 溝跡出土遺物・・・・...................................................................................443 

6. 不明遺構出土遺物 ・ ··· · ··· ······ ·· ·· · ······· · ·· · ··· · ·······"· · ""······· · ··· ···· · · ··· · · · • ···· ··· ·443

7. 小穴出土遺物・・・・・ ・ ・・ · ·· · · ················ ··· • ······ • · ·· ···· · · · ···· · ······· · ··············· · ········446

8. 包含層出土および表採遺物・・・・．．．．．．．．．． ．．．．．．． ． ． ．． ．．．． ． ． ． ．． ．．．．．．．．．．．．．．． ．． ． ．．．．． ．．• •… . . ... 448 

IV 1Jヽ結・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．457 

第 4章各論

I. 都谷遺跡における古墳群形成過程について．．．．．．．．．．．． ， ••….............…••……., .. ….. 464 
2. 調査区外の古墳群につしヽて........................................................................472 

3. 石室形態につ~)て... ......... . ......... ..... . .. . ... . ...................... . .. . . ...... .... . .. . ........ 473 

く付論＞ 烏柄市都谷遺跡出土の耳環成分分析について，．．，●●...... …••••…•…………….... 479 

本川原遺跡出土試料分析結果．．．．．．．．．．．．．，．．．．…….....……............................ 484 



挿図 目次

調査の概要 Fig.I .f.f. 栖地区調査区位訊図••……••••• ••…………....…………………….. 4 

地理的 ・歴史的環視 Fig. 2 ~ 栖市位四図""…,........ ,,.,, .... ,,.,, …………, .... ………………….. 10 

II 3 周辺地形図........● ,,,,  ......................  會....................................II 

II 4 _e栖市域遺跡分布図....................…........................ ….......... 13 

都 谷 遺 跡 Fig.5 周辺地形図・............….............. ……, ...... ● ● ...........................  24 

II 6 躙在区位誼図・・........................................................●●● ........  25 

II 7 杯蕊 ・身分類図 ・・・・・・・・..........................................................27 

II 8 鉄鏃分類、名称図・..............................................................29 

II 9 S TOO! 古墳坑丘，......●●●● ..............  …................................... 32 

11 10 STOOi古坑石室，........................……................................ 33 

11 II S TOOi古墳出土須恵器•…….....…,．．．．……............ ● ........  ……・34 

11 12 S TOOi古墳出土鉄鍍，........................................................35 

11 13 STOOi古項出土鉄器 ・ 装店具，•…•………….... ........ …, ...... …, ・36 

I/ 14 S TOOi· 003~006古墳墳丘・···· ··· • ··............... . . . . . . . .....…....... 37 

" 15 STOOi古項石室閉室状況…….......…………......... ………• ……. 38 

11 16 B地区調在前地形測量図…••…,........ …•………, ....... …, ... ……... 39 

" 17 B地区躙立後地形測景図 …………••••••…………,.......... …………, 41 

IJ 18 STOOL古墳天井石 ，...................................................…..... 43 

11 19 S TOOi古墳墳丘土熟図．．，…................................................44 

IJ 20 S TOO! 古墳石室.....● ● ......  …................. …........................... 45 

IJ 21 S TOOi古墳出土須恵器……………••••…………..... . .. .…………, ・49 

II 22 S TOOi古墳出土土器・........● ● ....... ●●●  ........................  ● ...........  50 

11 23 S TOO! 古墳出土鉄器 ・装身具 ……，．．．．．，……..........……………・51 

11 24 S T002古坑墳丘..............................................● ................  52 

II 25 S T002古墳墳丘土隕図.....…................ ……........................ 53 

11 26 S T002古墳天井石 ・.............................……........................ 54 

II 27 S T002古墳石室 .........● ● ........................ ……...................... 55 

II 誂 ST002古墳前庭部遺物出土状況 …....…………•……,••…………· 活

II 29 S T002古墳墳丘列石，........................................................57 

II 30 S T002古墳出土須恵器 1 …...................... ………...... ……, .... 58 

11 31 S T002古墳出土須恵器2 …….. ………••••………............. ........ 59 

II 32 S T002古墳出土鉄器，....● ..................  ●● ...................... ● ● .......  60 

11 33 S T003古墳石~... ........ . . ... . .. .. .......... .. ................ . ........・．．．．邸

11 34 S T003古墳出土土器・........................................................67 

II 35 S T003古墳出土鉄盤 ..............…........................................ 67 



都 谷 遺 跡 Fig.36

11 31 

JJ 38 

II 39 

11 40 

11 41 

II 42 

" 43 
J/ 44 

II 45 

II 46 

II 47 

II 48 

II 49 

II 閲

II 51 

11 52 

II 53 

II 54 

II 55 

" 56 
IJ 57 

/I 58 

11 59 

II 60 

11 61 

II 62 

II 63 

II 64 

II 65 

11 66 

II 67 

II 68 

II 69 

II 70 

II 71 

II 72 

II 73 

11 74 

II 15 

ST004古項羨道部遺物出土状況 ．．．．．．……．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…・70

ST004古墳石~.............. . . . .............. ......... ........... . . .. ....... . 71 

ST004古墳出土須恵器 I .....•. …......................................... 73 

ST004古墳出土須恵器2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 
S T004古墳出土須恵器3 ................................................... 75 

S T004古墳出土須恵器4 ・・・・・・"・.......................................... 76 

S T004古墳出土土器・・・・・・・・・・・・・・・・・........................................77 

S T004古項出土鉄器 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…・78

ST004古墳出土馬呉1 ............... …………………•••…….... ..... 79 
ST叩古墳出土届具2 ...................................................... 80 

ST004古墳出土装身具••…….. . ., ● • · …………………………........ 81 

STOOS古瑣石室・・・・・・・・・・・・・..................................................84 

ST006古坑石室...............................................................85 

ST006古填出土土師器•……….... ..……….... ………................ 86 

S T007 • 008古墳墳丘.···· ·············•··············· ··········"'"·········86 
ST007古墳石~.......... . . . .. .…・ ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．邸

ST007古墳墳丘土円図.....................….............................. 89 

ST007古墳出土土器・・・・・・・・・................................................90 

ST007古墳出土鉄器・・・・・・・・・・・・・・..........................….............. 91 

ST007古項出土装身具······ ············· · • ·· ··….......................... 92 

STOOS古墳前庭部遺物出土状況 ..…... , ... …・…... ………··•··· ….. 93 

STOOS古墳石立閉塞状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…............ 94 

STOOS古墳石室...............................................................95 

STOOS古墳出土須恵器 I..................................... …........... 97 

STOOS古項出土須恵器2 ・・・・・・・・ ….......... ………•• …................ 98 

STOOS古墳出土須恵器3 ................................................... 99 

S1'008古坑出土土師器 り・.......................…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 

STOOS古墳出土鉄器 •••••••••••••••• • ••••••••• U ••…........................ 101 

S 1'008古墳出土鉄器・装身具 •………….. . ………• ………………・102 

S X009・S TOIO • 011• 012古墳墳丘・...................................106 

SX009配石出土須恵器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・….............. ….... ・...107 

STOIO古項坑丘土眉図......................................................108 

STOIO古墳石径閉塞状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

STOIO古墳出土須恵器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...........I09 

S TOIO古墳石窒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ llO
STOIO古墳墳丘列石 .........................................................,,1 

S TOil古墳石室閉塞状況...................................................113 

STOil古墳石室 ................................…............................ 114 

STOil古墳出土須恵器··· ·· • ········· · · · ·············· • ······· · ··· ·······..・115 

STOii古瑣出土土器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…............... 116 



都 谷 遺 跡 Fig.76

II 77 

11 18 

11 79 

II 80 

II 81 

II 82 

11 83 

II 84 

II 85 

II 86 

11 87 

II 88 

JJ 89 

II 90 

II 91 

II 92 

" 93 
II 94 

II 95 

II 96 

II 97 

II 98 

// 99 

11 100 

II 101 

// Ill! 

11 103 

11 IOI 

II llli 

"!Iii 

II 囮

II 1111 

II 直l

" 110 
II Ill 

II U2 

II Ill 

II JU 

II 115 

STOil古墳出土石製品….............…, ............................... ● 今 ●・116 

ST012古頃石室閉塞状況..……•……………... ………•• ……, ...... 119 

S TOI2古墳石室.........................…, .................................. 120 

S TOJ2古墳墳丘土刑図......................................................121 

STOJ2古墳出土須患挫…....................................…, ........... 122 

S TOl2古項出土装身具 ..................…................................. 122 

ST012古墳出土鉄器.........................................................123 

S TOl3--0i9古墳JJt丘図 •…....... ... ....…................................. 126 

S T013古墳石窒...............................................…............. 127 

S T0!3古墳出土須恵器•••…………………….. .. ..…•……….... .... 128 

S T014古墳墳丘盛土内遺物出土状況..………………………••….. 129 

S T014古墳項丘土層図 .................. ……................. …・ ・・・・・・・・・・129

ST014古墳石室内遺物出土状況 ••••…………………,................ 130 

STOl4古墳墳丘列石・・・・・・・・・・・・・・・・・・.........................…........... 131 

STOl4古墳石冤...............................................................132 

S T014古墳出土須思器 1

S TOI4i!i'Jff!ll±ffiXl!:r..J 2 ::::::: ロニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
133 

134 

ST014古墳出土土器.........................................................135 

STOl4古墳出土鉄骰.........................................................136 

S T014古墳出土装身具類…….......……, ................ ……, ........ 137 

S TOIS古墳項丘列石.........................................................141 

STOIS古墳石当閉塞状況・・........, ........................................ 142 

STOIS古墳石窒.............…, .............................................. 143 

STOIS古墳墳丘土磨図...................……, ............................ 144 

ST015古墳出土須恵器 I • …, ......... …………............ ………, .... 145 

ST015古墳出土須恵船2 ...................................... 會............146 

ST015古墳出土須恵器3 . ….. …••••………….... . ……, .............. 147 

STOIS古墳出土土器.........................................................148 

ST015古墳出土鉄器 ・ 装騎具•…•…………………•……..…, ...... 149 

ST016古墳墳丘土層図......................................................154 

STOl6古墳石室内遺物出土状況•••…………•• ……•……, ........... 155 

ST016古墳石室閉墓状況 ................…................................ 155 

ST016古墳石宣 ...............................................................156 

ST016古墳出土須恵器 ......................................................157 

ST016古墳出土鉄器 ・ 装少具••………………… •…•………,....... 158 

ST017古墳墳丘盛土内遺物出土状況….......…………………, .... 159 

ST017古墳石室閉塞状況••…, ....................... ……, ............... 160 

S T017古墳墳丘土屈函 ．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．••…, ............................. 160 

STOl7古墳石室...............................................................161 

STOI7古墳石室内遺物出土状況・••……………....…….............. 162 



都 谷 遺 跡 Fig.116 S TOl7古項出土須恵器 ），..............................……………• •… 163 

II 111 S TOI? 古墳出土須恵器2 ......................................... ●●●●  ......  164 

II 11& S TOI? 古墳出土須恵器3 ................................................... 165 

11 119 S TOI? 古坑出土須恵器4 ....... …………••……,... ........……...... 166 

11 120 S TOI? 古墳出土須恵器5 . …••…………………··• ………・….. …… 167 

11 IZI S TOI? 古項出土土器.......,, .............................. …............... 168 

11 ll'l ST0l7古墳出土鉄器，...................................................., ... 169 

11 121 ST017古墳出土装身具……..................................................169 

II以 STOl8古積石室 ...............................................................176 

II応 STOJ8古墳出土t師器 ・鉄器 ．．．．．．．．．．．．．．…….................……... l77 

11 125 S TOJ9古JJ't石窒 ···· ············ ·· ············· ········· · • ········· · · · ···..・・・・178 

11 Ill ST0!9古墳出土土器，.................................................….... 178 

II I⑳ C地区遺構配1糾図・・・・・..........................................................179 

11 129 STOOi古墳石至・・・・・・・・・・....................................….............. 181 

11 Ill STOOi古れ出土須恵盤•…….....………•• •………•••……….......... 182 
11 131 STOOi古項出土土器 .........................................................183 

II 132 STOOL古墳出土鉄器 ・装身具．．．．．．．．．．．．．……...................….... ]84 

11 Ill S T002古墳石室 ・・・・・・・・・・..…······· ············· ···········•················ 187 

II 131 S T002古頃出土土器 ・・・…......................…….. …••••……, ・・・・・・・188 

II曲 ST002古項出土鉄器 ・・.....…............................................... 189 

"I蔦 S T002古項出土装身具••••……… .. ……•••• ••…................... ..... 190 

II 137 S K003土墳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・・・192 

11 138 D地区調査前地形測泣llll・……・・・・・・小………•…............ …•……... 193 

11 139 D地区調査後地形測只図 …………....…………••………•••…….. .... 194 

II l≪I STOOi古墳墳丘土磨図．．．．．．．．．．．．．． ． ．．•…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196 

11 Ill STOOi古墳石室…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197

11 112 STOOL古坑出土須恵器•…........ ............... ........... ......... . . ..... 198 

11 10 STOOL古墳出土鉄器 ・ 装身具 … • •••………• …•• ……... ………..... ,99 

11 I~ S K002土墳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......................... 201 

11 145 S K002土墳出土土器 .................................…..................... 201 

：：：：： ::  こ：：．．．．．：．．．．．．．．．：：：．．．．．：：：．：：：．．．．：：：：：：：：：：：．：：：：：：：：：：．：：：：芯

,, Ill! 地山整形•関清類型・・・・・・・......…• ・・・・.....…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213 

11 149 玄塞法黛図・・・・・・.........................................................…・・・・・・215 

II印玄至プラン分類図I.•........ ...... 會・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・會......216 

11 151 玄室プラン分類図2• …........................................................ 217 

宮 西 遺 跡 Fig.152 遺構配四殴............…........... …........................................... 221 

II 153 STOI古墳墳丘 ....................................…........ …................ 222 

11 ISi STO I古墳羨道部西側遺物出土状況……••………………• •••••…... . 223 

II 156 STO I古墳石巫閉窒状況………………• ... ............ .................. • 四4



宮 西 遺 跡 Fig.156 STOI古瑣石室平面・・・・・………….........………••…... .. ……......... 224 

11 111 STOl古墳石窒..…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・""'・・・・・・・・・・・・・・225 
11 158 STOl古墳墳丘土附図 ・........................................................226 

11 1'6 STOl古墳出土須恵器 1...................................................... 228 

11 100 STOI古墳出土須恵器、ヘラ記号・・・·………………• •…………... 229 

II 161 STOI古墳出土土師器・…………........................................... 230 

11 162 STOl古墳出土鉄器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 230
11 163 STOI古墳出土馬呉 I......................................................... 231 

11 1&1 STOI古墳出土屈具2…………....……………........ ……............ 232 

11 I&; ST02古墳墳丘・............…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......................... 233 

11 llli ST02古墳石室内遺物出土状況．．………………………………........234 

11 167 S T02古墳前庭部遺物出土状況...……………....................... …・234 

II I槌 ST02古墳瑣丘土H図 …………•• …•………….... ………・….......... 235 

11 1111 ST02古墳石窒平面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・….............. 236 

11 110 ST02古墳石奎............................…・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237 

11 111 ST02古墳出土土器・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・239

11 112 ST02古墳前室左右攪出土須恵器••…••………•……•…•…………..241 

11 113 ST02古墳前室左墜出土須恵器...……………••………·……•……... 242 

11 m ST02古墳出土須恵器ヘラ記号•••………●● ●●●●……………………... 243 

II If> S T02古墳出土鉄鏃 ················ ··········· · ·· · • · ·············· · · ··········· 244

11 I~ S T02古墳出土鉄器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・""・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245

II 111 S T02古墳出土馬具．．．．．．．．．．．．•• …......... .......………..... …………・246 

11 118 ST02古坑出土胡蘇金具．．．．．…………….........................…….... 247 

II 119 ST02古墳出土装9具類….....…••……...... ………….... …………・247 

11 JIil SX04火葬茎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248 

JJ 181 S X04火葬墓出土土器 • その他の土器 ・・・..…………... ……………・249 

山浦西北方 遺跡 Fig.lg! 周辺地形図・・・・・・・・..…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256 

: :: ：: ::~.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 二：：：：：：：：：：：：：．：．：：：：：：：：：：：：：：：：：：
II I岱 S TOI古墳前庭列石 ・・・・・.......................................................259 

II 漏 S TOI古墳墳丘土層図・..........................……......................... 261 

JJ 181 STOI古墳石室・..................…............................................ 262 

II 激 STOI古墳出土土器 ・ 装身具…•……..…………••• ● ●●●●●●…………... 263 

11 Im ST02古墳墓道、 SXO窃J石、 S004溝．．．．．．．………………••… . . . 264 

11 l!ll ST02古墳某道出土須恵器………....…………………………........ 266 

11 1.91 ST02古墳基道、 S004洞出土土器 ・装身具・・・・……………........267 
JI 19! ヘラ記号一覧 .....................................................................267 

山 涌新 田 遺跡 Fig.193 周辺地形図...................……........................................... …・272 

JI 凶遺構配謄図・・...................…................................................ 273 

11 195 S TOI古墳出土土器 ········· ········•• ,O ••·…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... 274 



山浦 新田遺跡 Fig.I$ S TOI古墳石室・9●............ …………, ........... ………•• •……•••…….. 275 

II 197 SX02集石土墳，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276

/J 園 S P03土墳荼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…... 271 
II園歴史時代の土器 ・.........…..................................................... 278 

荻野遺跡 Fig.紐周辺地形図 • …······························ ·······•························...... 282 

JI illl A - I 区遺構配誼図・ · ·· ··· · ······· · ············· •• · ········ · · · ······· · · · ·······283

II加 A-II区遺構配松図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・….. 284 

/J 加 8-1・II区遺構配直図.................................................….. 285 

11 .!)I 8ーIll・IV・V区遺構配置図 ・.....................…....................... zg5 

II磁 S B002住居筋....● .............................. ... ............................ 287 

II底 S B002住居跡出土土器……，.............................………, .... ….. 288 

II加 S B010住居跡出土土器，．……………….........…………….. …….. 290 

/J 瑯 SJ 006·007• 010・Oil甕棺墓，..............................…........... 291 

II紐 S J 006 • 007• OIO・Oil甕棺 .......................….................. …・292 

II ?iO 遺構外出土土器.............……• • ● ....... …................... 293 

11'II S 8001住居跡、出土須窓器…••………………………,．． 295 

11 212 S B003住居跡、 出土須恵器・ 土師器••…………....... ............ ... 296 

11 2U S B004住居跡、出土須恵器 ・鉄器…，...........................……・・297 

II 214 S B005住居跡、出土須恵器・ 土師謀・鉄器 …，．．．，．．，• •……,……·298

II 215 S8006住居跡 ・SD007溝................…................................ 299 

II 216 S 8014住居跡、出土須恵器• 土師器．．．．．．．，• •••…,........ ……, ..... 300 

JI 217 ST016古項石室.......................................…..................... 301 

II 2屈 STOl6古憤出土須恵器 ・土師器 ・鉄器 ・装身具..……………, ... 302 

JI 219 S 1'017古墳、 出土装身具................…................................ 303 

II ial S CO2呪棺碁、出土装身具 ・鉄器…………•••……,．． ． ………，.... 304 

11 221 S POOi土填墓、 出土鉄器…..● ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・305 

II 2'll S P 009土墳極、 出土須恵器……••…………,................... …，.... 306 

11 223 S P009土填払・出土鉄器 •……•••………, ........ ………, ..... ……, ..... 307 

11 22-l S K004 • 012土墳、 SK012土墳出土須恵器・土師閤……•…,.... 309 

11 22, S K021土墳、出土須恵器・土師器 ・鉄器………••• • ……………..310 

II磁 S D003·012• 013溝 • S D015溝、 SDOl3溝出土須恵器

• 土師器 ・S0015溝出土土器......................……................. 311 

II 2ZI 不明遺構SX005·011 · 016、出土須恵器 ・ 土師器 ……•……….. 313 

II 228 遺構外出土須恵器 • 土的器•……… ,................. …, ................... 314 

日岸田 遺跡 Fig.229 発揖区位置図 •••………,.... ……・………………................ …........ 328 

II :Ill I区遺構分布図・.................................................................329 

JI 231 n区・m区遺構分布図，.........…........... ….......... …......... 會.......331 

II 23! 5 K073土墳 ，.....................…............................................ 335 

"233 SC033石棺墓．．＇＂●●● ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ….......... …..... 336 

II 234 S J 066・S J 067甕棺墓 ，，...................….............................. 337 



8 岸田遺跡 Fig.応 SJ068・SJ069甕棺湊..……••••…•…………... ... ……………..... 338 

II 236 $ J 070 • $ J 071甕棺輩......................................................339 

II 23i $ ]072甕棺楳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・340

II 磁 ST002方形1月溝墓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・341 

11 239 S B064・S BOIi・S 8015 • S 80 16竪穴住居跡 ……••…………·343

II 1-0 S 8014 • S 8017竪穴住居跡・..............................….............. 344 

II 2』I S B018・S B031竪穴住居跡 ・・・・......…................................... 315 

11 2tt S B032・S B040竪穴住居跡 ・....…………........ ……………........ 346 

II 1-0 S B037・S B042・S 8043竪穴住居跡 ・・・・・・・・....…………......... 347 

11 UI S 8044・S 80-17・S B048竪穴住居跡……......…………...... …348 

II 2-6 S B049・S B054・S 8055竪穴住居跡 ・・・・・・..…•••……………… · 349 

I/ 2ヽ S 8007 • S 8008掘立柱建物跡・ • • ••………………………………•…350 

11 1.fi S KOOS • S K009 • S KOIO.:I: 填 •• •• …................................... 351 

11 2~ S K065 • S K034土填 ．． ．．．．．．．．．． ．．．．．••…................................... 352 

11 16 S K035・S K045土壕…….....................................................353 

II 召 S K036・S KO•l6 · S K050土壕…………..............………, ........ 354 

II 251 S K052・S K053・SK臨 ・SKOl9土填．．．．．．……………..........355 

II 2SI S X039遺構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............................356 

11 213 SJ066 · S J 068 • S J 070 • S1072甕棺•• • ………………......... 358 

II 251 SJ067・SJ069甕棺・........................................................359 
I/ 応 S1071甕棺.....................................................................360 

I/ 磁 S T002方形周溝荘出土土師器……………......…………............ 362 

II 251 S 0041洞出土土師器 I ...................................................... 363 

II 2Si S 0041溝出；l:J: 師器2 ...................................................... 364 

I/ 唸 S 8037竪穴住居跡出土土器 I .. ……·………………………•••••…· 369 

II 励 S B037竪穴住居跡出土土器 2 ........................ ….................. 370 

II 261 その他の竪穴住居跡 ・土墳出土土器 I........... ……………........... 371 

II 加 その他の竪穴住居跡 ・ 土墳出土土器 2 ……………………••••••…... 372 

I/ 磁 鉄製紡錘lit........................................................................ 377 

I/ 如 S DOOi溝出土土器..................…....................................... 379 

東 田 遺 跡 Fig.磁調査区位謹図••……………….... …,．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．……............. 383 

／／磁 遺構配置図 ・・・・.........................................................…........ 384 

II 1/il S J 01 • 02!;lffl'l,I; :::::::::: ロニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：二：：：：：：：385
I/ 謡 S J 03 • 04甕棺墓 386 

II 磁 STOI古墳............................……...................................... 388 

11 210 STOI古墳墳丘土屑図.................................…..................... 389 

II 111 S001洞跡・・・・....................................................................389 

””弥生土器 I・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..................... 390 

"m弥生土器2........................................................................ 391 

I/ 11』 土師器 ・土師n±器・・・・・・・・・・・・・・・・............................................392 



束 田 遺 跡 Fig.!15

本川原遺跡 Fig.茄

" zn 
II m 
II 岱

II 磁｝

II 蕊I

II 認

II 認！

II 葛

II 磁

II 磁

JI 為

II 磁

II 徳｝

II 頌｝

II 291 

II 1!I! 

II 筏！

II 硲

// l!l¥ 

II ぷ

II'81 

II 滋

II 唸

JI 直

11 lll 

II 珈

II 箕｝

II 珈

"lli 

II J:6 

II 珈

II 鵡

II紐

II 310 

11 311 

II 312 

11 313 

II 311 

須恵器・.............................................................................394 

遺跡周辺状況図ロニ：:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 399 遺跡周辺地形図 400 
A・B地区遺構配四図・・・・......…...................... …................... 401 

C地区遺構配ほ図・・・・・・・----・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ …402 
S 817住居跡・・...................................................................406 

S B 72l:t'8" ......... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 407 
S B27住居跡カマド 407 

S B27・49住居跡・..............................................................408 

S B26住居跡・....................................................................410 

S 828• 29住居跡・..............................................................411 

S 835住居跡・
S 839住居跡・・：：： :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 413 

412 

S B40住居跡・......................…................................ , .....••. .. 414 
S B42住居跡・....................................................................415 

S B43住居跡・....................................................................415 

SB⑯掘立柱建物跡............................................................416 

S 807掘立柱建物跡 ...........................….............................. 417 

S 820掘立往建物跡 ・・・・・・・・・・・・・..…·······•························•·········418 
S B21掘立柱建物跡 ・,.......................... …............................. 419 

S B22掘立柱建物跡…..........................會..............................420 

S B23掘立柱建物跡•…, ....................................................... 421 

S B24撼立柱建物跡・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::422 
S 825掘立柱建物跡 423 
S 844揖立柱迂物跡・...........................................................424 

埋口土器遺構.....................................................................425 

S K45、46・47土墳............................................................426 

S K52 • 53、77、78土墳・・・・・・..….......................... ….............. 427 
S KSO土墳........................................................................428 

S817住居跡出土遺物・........................................................431 

S827・49住居跡出土遺物・.................................….............. 433 
S B26住居跡出土遺物・・・......................................................4れ

S 828 • 29住屈跡出土遺物 ・・············ ••· ········ · · · · ·· ··· · ······ · ··….... 436 
S 835住居跡出土遺物・·········· ···· ···· · · · ··········· · · · ··········· · • ····· · · ·437
S 8 39 • 40 • 42 • 43住居跨出土遺物・......................................438 

S 806・20・21掘立柱建物跡出土遺物・・..............…................. 439 

埋四土器遺構出±土楳•……..………………•……………•………… ·440 

S K03• 04土填出土遺物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・441

S K09・ 10土墳出土遺物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442
S KSO土墳出土遺物・...........................................................442 



本 )II 原遺跡 Fig.315 S K67土墳出土遺物・9●●... ……………・・・・・ ……………... ……••……·443 

11 316 S D33溝跡出土遺物，··· ··· ····· ·········· · ••·· ··· ········ · · · ···· ···············443

11 311 S X02不明遺構出土遺物………•……... ...…………....... …………・444 

11 318 S X34・60・74不明遺構出土遺物……，．．．．．…………......………・・・445 

II 319 小穴出土遺物 I・・・・・・・・・・........................................................447 

II血小穴出土遺物2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...............................…・448 

II l!l 包含陪出土遠物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・449

JI :m 竪穴住居跡の規模．．．書●●● ● ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ….. ● ● ● ............ 458 

/I 3!3 2次調在検Ill「貯蔵穴」 ......................................................459 

II l!l 掘立柱紐物跡 ・ 竪穴住居跡の方位 ……………••…………••…........ 460 

論 Fig.325 石室主軸方位、築造段階図••……………….. . .... .. ..………...... …--467 

II珈古墳群形成過程図 ，．．．．．＂●● ● ● ................................................... 469 

II 3Z1 都谷古墳群分布図 ・..............................................................472 

JI 認石窒形態分類図・.................................................................473 

II 硲 11-B類石室...............…........................... ●●●● .................... 476 

各

表 目 次

調査の 概 要 Tab.I 

都 谷 遺 跡 Tab.2 

II 3 

// 4 

II 5 

// 6 

II 7 

II 8 

II 9 

II 10 

JI II 

II 12 

II 13 

II 14 

II 15 

II 16 

II 17 

11 18 

II 19 

II 20 

調在経過覧・..….................................................... …........ 3 

遺構一覧表・・・・・..…............................... …............................ 23 

土器分類表・......................….............................................. 28 

STOOi古墳出土土器一覧表………...………………....... ……….. 34 

STOOi古項出土土器一覧表 ………•………….......... ....………... 47 

ST002古墳出土土器一覧表 ・…………•• ……••……................ …・62 

ST003古墳出土土器一覧表 …………....………•• ••••…..... .. ……・68 

S T004古墳出土土器一覧表・・…………....………•……..... ……... 81 

S T006・007古墳出土土器一覧表……………..................….. …・92 

STOOS古項出土土器一覧表・・・・..…....................................... 102 

S X009・S TOJO古坑出土土器一覧表・・・・・• •………•……···••· ……. 112 

STOii古墳出土土器一覧表・...............................................117 

S T 012 • 013古墳出土土器一覧表・・,...................... ………•…… ·124 

STOl4古墳出土土器一覧表 ・・・……………... ……•••…....... ..... …138 

ST015古墳出土土器一覧表・・…………………••………..………… 150 

S T016古墳出土土器一覧表・・・・.....……………... ……………• ….. 158. 

S T017 • 018 • 019古墳出土土器一覧表・……....…………………・170 

S TOOi古墳出土土器一覧表 ・・・・・.......…................................. 185 

ST002古墳出土土器一覧表·…•••………………………………..... 191 

STOOi古墳、SK002土墳出土土器一覧表 •……..……………...... 199 



都 谷 遺 跡 Tab.21 馬具一覧表・•••••• • • • • •• •••--••••• • H• •••••••••"'''""'"''' '"' """'' ''''' "''' " ' '203

11 22 鉄嬰一覧表・••…... .... ............. . ... ........ . . ........... .. ...…, ............. 204 

11 23 鉄鏃一覧表・.......................................................................205 

II 24 紡錘車一覧表・・・・::::::::……:：： ::::::::::::::::::::: ロニ：••……::::207 
II 25 装身具一覧表 208 

宮 西 遺 跡 Tab.26 土器一覧表・.......................................................................251 

山浦西北方 遺 跡 Tab.27 縄文土器一覧表・…….......………, .... ……, ........ ……•••…, ........... 2認

II 28 土器一覧表・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．••…, ................................ 269 

山 i111新田 遺跡 Tab.29 土器一覧表・・・．．．．．．．．……...…, .......... …………………•••…….. . ….. 279 

荻 野 遺 跡 Tab.3-0 遺構一覧表・・・：：：：：：：::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--283 
II 31 甕棺廷一覧表 ・・291

II 32 土器一覧表 ······ · · · ············· ·· ···--·· · · · · · ··----···· ·····--·· •u •--······ · ··--317 

II 33 古墳時代装身具ー店表 ・・・・・・・・・・----・・・・・・・・・・・--・・・・・・・--・・・・・・・・・----・・・・・・・・325

II 34 鉄器一覧表・・・・・・・・・・・...…....................................................... 325 

II 35 住居跡一覧表・・・..................................................................326 

日 屈田 遺跡 Tab.36 遺構一覧表・………••……• ···············•··--··········--·········--····· ·333 
II 37 古坑前期土師器観察表・….......................…• ・・・・・・・..….............. 365 

II 38 古墳時代末期および奈良 • 平安時代の土器観察表・………•• • •….... 373 

II 39 S DOOi溝出土土器観察表・..........…..................................... 377 

* HI 原 遺跡 Tab.40 遺構一覧表・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…......….. 403 

// 41 土器観察表・.................…................................................... 450 

各

都 谷 遺

II 42 竪穴住居跡一覧表・・…………• ···········••·········.............. ..... 457 
II 43 掘立柱娃物跡一覧表・...........................................................458 

論 Tab.44 古墳別土器分類表・・・・・・・・....…...................... …•…………•…… ··· 465 
11 45 古項群築透 ・追葬過程表・..................................................…470 

図版目次

跡 PL.1 凡栢地区航空写真大木JII以西

II 2 鳥栖地区航空写真大木川以東

// 3 遺跡全只、 A地区全炊

II 4 A地区STOOi古墳全景、同古墳閉墓状況、同古墳遺物出土状況

JI 5 B地区原長、 STOOl~006古項遠只

II 6 B地区STOOi古墳原景、 同古墳土附、同古墳羨門

II 7 B地区STOOi古項奥壁、同古墳羨il1部、同古項柑R:i、同古墳墓道遺物出

土状況

JI 8 B地区ST002古墳原景、同古坑墳丘列石

II 9 B地区ST002古墳土贋｀同古JJ'l周溝、同古墳墳丘列石



都 谷 遺 跡 PL.10 B地区ST002古積羨道部、同古墳奥幾、前庭憫壁内遺物出土状況

II 11 B地区ST003古墳石庭

II 12 B地区ST004古墳石室、同古墳遺物出土状況、同古墳奥県、同古墳羨

道物出土状況

II 13 8地区STOOS古墳石寂、 ST006古墳石窒

}} 14 B地区ST002、007、008、古墳遠呆、 ST007古墳石宣、同古墳羨道

11 15 B地区ST007古墳土附、同古墳玄室内遺物出土状況

II 16 ll地区ST008古墳石室

11 17 B地区ST008古墳iliJl"J左袖石付近遺物出土状況、同古墳秘道遺物出土

状況

II 18 8地区SX009配石、 STOIO古墳全景

II 19 B地区STOIO、Oil、012古墳遠景

II 20 8地区STOIO古墳閉睾状況、同古墳閉塞石除去後、同古墳奥壁

11 21 B地区STOU古墳石室、同古墳閉塞状況

II 22 8地区STOl2古墳石室閉奉状況、同古墳石室羨道入口、同古墳天井石

II 23 8地区ST012古墳土li!!f、同古墳前至遺物出土状況

II 24 B地区ST013~019古項遠景

II 25 B地区ST013~019古墳遠景、 STOJ3古墳全景

11 26 B地区ST013古墳全表、同古墳遺物出土状況

11 21 8地区ST014古墳全伐

II 28 8地区ST014古墳全只、同古墳盛土内遺物出土状況、同古坑前当遺物

出土状況

11 29 8地区ST014古墳玄室内遺物出土状況

11 30 B地区ST015・017古墳遠景、STO!S・Ol4古墳遠景、STOIS古墳全景

II 31 B地区STOIS古墳石室、同古墳墳丘列石、同古墳周溝内出土遺物

り 32 B地区STOl6古墳全景、同古墳石室

II 33 8地区ST016古墳閉塞状況、同古墳奥壁

II 34 B地区ST017古墳原景、同古墳全景

11 35 B地区ST0l7古墳玄宴出土装身具類、同古墳羨道外側出土土器群、同

古墳墳丘列石出土土器群、同古墳石室閉塞状況

II 36 B地区ST018古墳全錢、同古墳石室

II 37 B地区STOl9古墳全致、同古墳石室、同古墳土器出土状況

II 38 C地区遠景、 STOOi古墳石室、同古墳前室遺物出土状況、同古墳墓道

遺物出土状況

11 39 C地区遠景、 SK003土墳、ST002古墳全景、同古墳石当

II 40 D地区STOOi古墳全景、同古墳石室、同古墳前室左壁

II 41 D地区STOOi古墳西側土層、 ST002土墳

11 42 A地区STOOi古墳出土須恵器・鉄器・装身具

II 43 B地区STOOi古墳出土須恵器

““ B地区STOOi古墳出土土器 ・鉄器 ・装身具



都 谷 遺 跡 PL. 45 B地区ST002古墳出土須恵器

II 46 8地区ST002古墳出土須恵器・鉄器

II 47 8地区STOl2古墳出土須恵器、 ST003古項出土土器 ・鉄器

11 48 B地区ST004古墳出土須恵器

11 49 B地区ST004古れ出土須恵器

II 50 B地区ST004古墳出土鉄器・装身兵

II 51 B地区ST006古墳出土土師器、 ST007古墳出土土器・鉄器・装身具

II 52 B地区STOOS古項出土須恵器

II 53 B地区STOOS古墳出土須恵器

II 54 B地区STOOS古墳出土土師器 ・鉄器

11 55 B地区ST008古項出土鉄器・装身具、SX009配石出土土器、 STOJO 

古墳出土土習

11 56 B地区STOii古墳出土須恵器、 ST012古憤出土須恵器

II 51 8地区STOI2古墳出土須恵器、同古墳Ill土鉄器 ・装!,tA

11 58 B地区STOI3古墳出土須恵器、 ST014古墳出土須恵器

II 59 B地区ST014古墳出土須恵器 ・鉄器

II 60 8地区STOI4古墳出土装身具 • 石製品

" 61 B地区STOl5古墳出土須恵器

11 62 B地区STOl5古墳出土土器 ・鉄器・装身具

II 63 8地区STOl6古墳出土須恵器・鉄器 ・装身具

II 64 B地区ST017古墳出土須恵器

ii 65 B地区STOl7古墳出土須恵器

11 66 B地区STOJ7古墳出土須恵器

11 67 8地区STOl7古墳出土須恵器

11 68 8地区ST017古墳出土須恵器

11 69 B地区ST017古墳出土土師器

II 70 8地区ST017古墳出土鉄器 • 石製品、 STOl8古墳出土土器 ・鉄器、

ST019古墳出土土器

II 71 C地区STOOi古頃出土須窓器

II 72 C地区STOOl古墳出土土器 ・鉄器 ・装身具他

II 73 D地区STOOi古墳出土須恵器

II 74 D地区STOOi古墳出土鉄器・装及具、 SK002古墳出土須恵器

も 西 遺 跡 PL.75 遺跡遠景

II 76 S TOI古墳原呆、同古墳墳丘

II 11 S TOI古墳墳丘西側、東側、北側土層

11 78 S TOI古墳石室、同古墳閉塞状況

" 79 S TOI古墳奥壁、同古墳右壁、同古墳左壁

II 80 S TOI古墳墳丘盛土内遺物出土状況、同古坑羨道函側遺物出土状況

11 81 STOI古墳玄窒前壁右隅遺物出土状況、同古墳玄室前壁左隅遺物出土

状況



宮 西 遺 跡 PL.82 S TOl古墳出土須恵器

11 83 S TOI古墳出土土器

II 84 STOI古墳出土鉄器

II 85 S TOI古墳出土鉄器

II 86 S T02古墳原致、 同古坦石室

11 87 S T02古墳墳丘南側、北側、西側土層

11 88 S T02古墳石室、 同古項閉塞状況、 同古墳奥壁、 同古墳玄窒右壁

I/ 89 S T02古墳石室、同古慣羨道部

" 90 S T02古墳前室左壁遺物出土状況、同古墳前室右壁遺物出土状況

II 91 ST02古墳墳丘盛土内遺物出土状況、同古墳前庭部遺物出土状況、同

古墳玄室内遺物出土状況

11 92 S T02古墳出土須思器

I/ 93 S T02古項出土須恵器

II 94 ST02古墳出土鉄器

11 95 S T02古墳出土鉄器

11 96 ST02古墳出土装身具 • 石製品

11 91 SX04火葬墓、 SX04火葬慕出土土器他

山浦西北方遺跡 PL.98 遺跡遠景、 STOI古墳原景、 同古墳全景

II 99 S TOI古墳全景、同古墳閉塞石、 同古墳周溝

11 lOO STOI古墳全景、 SX03列石• S D04溝

II IOI 縄文土器、 STOI古墳出土須恵器

II I囮 STOI古墳出土土器、 ST02古墳墓道出土須恵器

II 103 ST02古墳墓道出土須恵器、 STOI• 02古墳出土耳環

山 浦新田遺跡 PL.II)! 遺跡全景、 STOI古墳原呆

11 ll5 STOI古墳全致、同古墳奥壁裏込め石

l） 狐 SX02集石土墳・SP03土墳墓遠景、 SX02集石土墳、SX02集石土墳

掘り方、 SP03土墳姦

11 107 STOI古墳出土須恵器、歴史時代の土器

荻 野 遺 跡 PL.1118 A- II区 ·B- 1 区• B-IV区全景

II 1119 S J 006 • 007• 010甕棺菓

II 110 SJ Oll甕棺墓、 S8002住居跡遺物出土状況、 S8002住居跡内土墳

11 Ill SBOOl・002・003住居跡

11 112 S8004・005住居跡、 SBOOS住居跡内土墳

II 113 S B006・010住居跡、 SB008掘立柱建物跡

" ll4 S POOi土填墓、 ST016古墳耳環出土状況、 STOl6古墳石壺（奥壁）

裏込め

II 115 S T016古墳

11 116 ST017古墳、 SC020石棺墓、 STOl7古墳行玉出土状況、 SP009土墳

墓.s xou 
II ll7 S P009土墳墓• S XOll、SK004土墳



荻 野 遺 跡 PL.118 S K021土填、 S0003• B溝、 SXOI6、S0015溝

II 119 S 8002• 010出土弥生土器、 SJ006・007甕棺

" 131 S J 011・010甕棺、 SB003出土土器

11 121 S BOO! ・014住居跡、STOl6古墳、 SP009土填墓、 SK012・02日占墳

他出土土器

II 122 S 8014住屈跡、 SD005溝、 SX016土墳墓他出土土器

II 123 S T016 • 017古墳、 SC020石棺墓、 SBOOS• 004住居跡、 SK02l土

墳、SPOOi土墳基・出土鉄器・装身具

II l2l S P009土墳塞、 SC020石棺墓出土鉄器

日 岸 m 遺跡 PL.IZS Ill区全景、 1区

I/ 126 1区甕棺萩群、 1区SJ067~071甕棺墓

II IZ7 1区SJ0671覧棺廷、 1区SJ069甕棺慕

II 128 1区SJ臨甕棺廷、 1区SJ072甕棺墓、 1区SJ070甕棺廷

II 129 1区SJ071甕棺墓、 Ill区scon石棺墓

11 Ill II区ST002方形悶溝墓全景、同隋東隅

11 131 II区ST002方形周溝墓北隅、同附西隅

11 13! II区ST002方形周溝墓北西溝断面、同北東清断面、同隋東溝断

面、同東南隅土器出土状況

II Ill II区S0001溝北辺中央断ilii、同東辺南側断面、同束辺北側断面

II lll 1区北側、 1区SB002竪穴住屈跡

II Lli II区SB003竪穴住居跡、 [I区SBOO財屈立柱姪物跡、 II区SB007掘立

柱建物跡

II lli Ill区北東部、 UI区北西部

"131 Ill区S8044竪穴住居跡、 111区S8047竪穴住居跡、 m区S8040竪穴住

居跡

11 138 Ill区SB043竪穴住駐跡、 II【区SB037竪穴住居跡、 Ill区SK050土墳

11 Ill Ill区S8031竪穴住居跡、川区S8032竪穴住居跡焼土、 Ill区S8032竪

穴住居跡

II 140 1区SKOOi土墳、 II区SKOOS土墳、 1区SK014土墳

11 141 Ill区SX039遺構

II 1•2 SJ畷 ・SJ 068・S J 070甕棺

II 143 S)067• S)069甕棺

11 I≪ S J 071• S J 072甕棺

II 16 S 0041溝• S T002方形周溝墓出土土師器

// I舶 S B037竪穴住居跡出土土師器

II 147 5 8037竪穴住居跡出土須恵器

II 148 その他の竪穴住居跡 ・土墳出土土師器

,, 149 S 0001溝出土陶磁器・土師器

東 田 遺 跡 PL.If;) 遺跡遠景、 同全只

I/ 151 S DOI溝跡、 SJ01~04甕棺墓群全景



東 田 遺 跡 PL. 四 SJ 01甕棺墓、 SJ03甕棺墓,SJ 04甕棺墓

11 15.1 STOI古墳全景

II ISi STOI古墳石窒全最

11 ISS STOI古墳玄門、同古項南側壁、同古墳北側壁

11 156 STOJ古墳墳丘盛土状況、同古墳南碩墳斤盛＋状況、同古瑣石室裏込め

状況

II 151 STOl古墳北側墳丘盛土状況、同古墳東側墳丘盛土状況、 SDOl溝跡

II 158 石器、土師器、須恵器

本 Ill 原遺跡 PL.I!!! 遺跡遠景

11 1111 遺跡全景、 A•B地区遠景

II 161 A地区全景、 B地区全呆、 C地区全髪

11 162 C地区竪穴住居跡群、 S872住居跡、 S835住居跡

11 l&l S826・27・49住居跡、 S827住居カマド、 S828 · 29•35住居跡

11 164 SB路・ 29• 35住居跡、 S839•40·42住居跡、 S X4I不明遺構

II 165 C地区南部掘立柱建物跡群、 S807建物跡

11 llli S B20建物跡、 SB21廷物跡、 SB22建物跡

II I日 S B2這物跡、 SB25建物跡、 SB44建物跡

II 168 埋置土器、 SK45 · 46• 47• 52 • 53土墳

11 1111 SK45土墳、 SK46・47土墳、 SK52・53土填 SK77土墳

11 1711 S K78土墳、 SK77土墳土屑断面、 SK45土墳土層断面

// 171 S827•49•26住居跡出土遺物

11 11! S826・29住居跡出土遺物

I/ 113 S B29住居跡出土遺物

11 m s B3s住居跡出土遺物

II 115 S839・40・42住居跡、埋匿土器遺構、 SK09・50土墳出土遺物

II I符 S KSO・67土墳、 SX02不明遺構、小穴出土および表面採集遺物



第 1章調査の概要

- 1-



第 l:l;t 鴻介の概要

1. 調査の 経過

九州横断自動車道建設に伴う文化財調査は、昭和44年6月に九州地方建設局の委託を受けて

の路線予定地域全域（含む周辺地域）の遺跡分布調査に始まる。その後、昭和48年9月の日本道

路公団による路線発表を受けて、昭和51年12月までにさらに詳細な分布調査を実施した。

発掘潤査は昭和52年 1月から開始され、平成元年3月の全潤査終了まで13年を要した。調五は

工事計面に合わせて、まず鳥栖ー佐賀大和間、次いで佐賀大和一武雄間、武雄一嬉野間と続き、

最終年度に佐買 IC・鳥栢 ICの調査を行い全発掘調査を終了した。

今回報告する鳥栢地区の調査は昭和57・58年度に確認調迂を行い、翌年58、59年度、および

63年度に本調在を実施したものである。 57年度に確認調社を実臆した遺跡のうち都谷遺跡 • 山

浦新田遺跡・山浦西北方遺跡 ・g西遺跡 ・日岸田遺跡 ・荻野遺跡 ・東田遺跡 ・七浦遺跡 ・畑ケ

田遺跡 ・山都町古瑣群 ・山田遺跡は58・59年度に本調査を行った。立石遺跡 ・鬼迫遺跡 ・ーノ

坪遺跡・中ノ原遺跡は57年度に、立方浦田遺跡 ・割石古墳群は58年度に確認調査を行ったが特

に遺構は検出できず、本調査は行っていない。

調査体制は、 57年度の確認調査を当時神埼地区で本調査を行っていた坂井健二 • 西田和己が

担当した。 58・59年度の本調査の担当は大きく大木川以西と以東でそれぞれ分担し大木川以西

の山涌新田遺跡、山浦西北方遺跡、宮西遺跡、都谷遺跡を東中川忠英 ・ーノ瀬憲昭が担当し都

谷遺跡については59年度から副島正道が加わった。大木川以東の日岸田遺跡、荻野遺跡、七浦

遺跡、畑ケ田遺跡を坂井健二•松尾法博が、東田遺跡を坂井健二 • 本田秀樹が調査した。 63Jj,:

度の本川原遺跡の担当は家田淳一、中島恒次郎、中靡浩太郎である。

大木川以西の本調査で山浦新田遺跡は昭和58年 5月17日~6月8日にかけて330面を調充し

たが、現状は水田で古坑らしさ盛土がみられ調査の結果、東債半分を削平された石室を検出し

た。山浦西北方遺跡は南方にのびる舌状丘陵9こ盛土を残す古瑣4基が並び、そのうちの 1基を

調交した。調査期間は昭和58年5月30日~7月7日で調査面積は730吋である。この山浦西北方

遺跡の調在の後半から宮西遺跡の表土はぎを始め2遺跡の調在を同時進行する。宮西遺跡は昭

和58年6月14日~9月3013にかけて880吋を調査したが、調査途中、蒲原宏行の応援をうけた。

本遺跡も丘陵尾根上に盛土をもつ古墳3基が並びそのうち路線内にかかる 2基を潤査した。都

谷遺跡は昭和58年8月24日~59年7月20日にかけて4120吋を調査した。都谷遺跡はA、B、C、

Dの4地区があり、 A地区の調査から始めた。 A地区では古墳 1基を検出したが8月24日~9

月7日で掘り方はほぼ終了し、 実測は10月以降C、D地区の調査と並行して行った。その間、

9月は宮西遺跡、日岸田遺跡の調査に回った。 C、D地区は10月から11月かけて調査し、 11月14

日からB地区の伐採を開始した。 B地区は最も古墳が密集していた地区で、現状は雑木林で盛

土を残す2基の古墳が確認できたが躙査の結果18基の古墳と不明遺構1基を検出した。 B区は
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I. 調査の経過

公団側のエ賽と競合せざるをえなく地区内を束西に3分割し南側から関査を始め、調査終了し

た区域から公団に渡していくという状況であった。そのため8地区全仮の空中写其なども撮影

することもできなかった。

大木川以東の調査は日岸田遺跡から始まるが、58年9月7日~59年2月IO日まで20350吋を調

査した。日岸田遺跡の調査の後半から荻野遺跡の潤査が始まる。荻野遺跡は5Slcf.12月1日~59年

2月10日にかけて8620面を調査した。本遺跡は市道をはさんで西1l11をA区、東側をB区として

B区から遺構検出を始めた。また七涌遺跡の調在を58年2月20日~3月31日まで行った。 59年

度になり畑ケ田遺跡を59年4月3日~5月25日にかけて、束田遺跡を59年5月15日~IO月22日

にかけて潤査した。なお、東田遺跡は古項墳丘上1こ廷地がありその移転の交渉で、調査が本格

的に始まったのは10月にはいってからであった。この東田追跡の調査をもって58年、 59年度の

鳥栢地区の一連の調査が終了した。

本川原遺跡は横断道本椋からの迂回道路建設によるものでそれから 3年後の63年12月l4日

~3月30日にかけて3000吋を調査した。

Tab.I 調査経過一覧

遭鴫名 ,..,,,. ↓当渭
., ,. 11 I111 遠 撃 12月I2/1 " 平 l2R I " '" I1H平成•ll元年6/l m, 月訊 101112 』R6月Ill1011 • fl 611 I月 JOJI 10#1 >2H

山禰lliW遺麟 J1(中'" 一 5/17- 信ーノ爛

山禰 ―邑北カ 鍼中'"
5,"30一1/1ー／瀬

胄“遭諭
璽中川

6/H一9/30ー／議

蓼 行 遣鶴
戴中111

”‘ ”” ーノ葦、鵬鼻

a t.t田遭為 :: •n 2/10 

I(,, 遺鶴
ぷ抒

12/Jー2/10公累

七 illit .. ~· u- m• 松尾

燿,-Ill遍 ●
祝井

•I>一5/25松尾

憲田遣鼻 冠杵 引15- 1匹*Bl 
* "'戴 遣 IIJ

凛田、中
1111,- 3130 

中鼻

立r..鸞辺鷹 翫井
ーノ髯・中ノ ≪田

山田 遺 薦 欧'"・.岨.凡.,,, 幽 212が一0117 11/'l'Jー12/16
-, ● 

I~ 軍.#.徊
山蜀IJ古嶋"汝．．神I 四一.,,

-1• 

割 titi・ 讀“ 賣中"' ~ "" -✓Ill 
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宮il!i遣跡 (MYN) 響谷遺跡 (MKOA~O区）
所在地 B栖市中原町宮西 所在地 ＾話市宜方町都谷

躙面積 邸畑 調査面積 4.120rrl 
●査期間 昭和謁年6月148~昭和鵠年9月30日 鯛査期間 昭和58年8月24日～昭.f05911'7月20日
鯛査担当者東中川忠蔓 ・ーノ瀬慧昭 調査因当者東中川思蔓 ・ーノ瀬憲昭・副a正遭
鯛査遺橋 古項 2基 舅査遺構 古墳 22基、土填 2基、不明遺檎 1基

七溝遺鑢 (NNU)未編告 熾，，11!遺論 (HAT)未嶋告

所在地 ＾栢市捨比町字七禰 所在地 ＾栖市田代本町字畑•Ill
躙査面積 2.270吋 II査園積 2.650rrl 
調査期間 昭和59年2月20日～昭ID59年3月31日 II査期間 昭和59年ヽ月 3B~昭和5ダ~s月お日
1111葦姐当行坂井健二 • 松尾法博 胃葦祖当名坂井鑽二 • 本田秀欄
調査遺構 古濱 2基、土填 6基 鯛査遺構 甕IIJJl2基、住居跡、土填

日岸田遺跡 (HIG) 

所在地 ＾栖市神辺町日岸田

調査面積 20.350吋
調査期閏 昭和鵠年9月7日へ招和59'1'2月10日
調査担自看坂井鍵：：•松尾法縛
翼査遺構

弥生期甕帽冨？基、石棺葛 l基、土墳 1基
古墳期住屈鱒 8棟、土填 6基．嬌 1条

方影周讚廷 1基

寮良 • 平安Jlll
住居跡 2檀、戴立柱題物跡 2棟

土墳 6基、・性格不明遺構 1碁

Fig.! 鳥栖地区閾査区位置図 (I/10000) 

荻野遺鰭 (OGN)

所在地 烏妬市柚比IJ字荻野

調査面積 8. 細 m
属期間 昭和58年12月1日

遠 和59年2月10日
躙因当嗜坂井健二•松尾法博
胃査遣構

弥生期住屈瓢 2軒、甕棺；； 基ヽ

古墳期住屈饒 2軒、土填 1基

石棺冨 1基、土填；； 2茄

奈良 • 平安期
住鶴 3軒、土墳 1基
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第 l'.l,'I 閾五の概要

2. 調査組織

都谷遺跡、宮西遺跡、山浦西北方遺跡、山浦新田遺跡、荻野遺跡、日岸田遺跡、東田遺跡、

本川原遺跡の調査は九州横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調在として昭和58・59・63年

度に実施した。発掘調査および整理の組織は下記のとおりである。

総 括教脊長 古藤浩(58年度）志岐常文(59・63年度）

教育次長 大• 高橋一之(58年度）高橋一之 ・ 釈憲正(59年度）

水野豊 ・久間三郎(63年度）

文化課諜長 中島償行(58年度）北村一義(59年度）武藤佐久二(63年度）

文化課参耳 高島忠平(63年度）

文化諌課長補佐 山田陸三 ・高島忠平(58年度）高島忠平(59年度）大坪英樹(63年度）

庶務文化課庶務係長中野安正(58年度）菊池文夫(59年度）稲宮安徳(63年度）

文化課主査 山下行夫(58・59年度）

文化課主事 山口勝 ・東英明 • 井原裕子(58年度）東英明 • 井原裕子(59年度）

鶴田明美 •本山恵悟・直塚溶純(63年度〉

発掘調査文化課調在第一係長中牟田賢治

●都谷遺跡東中/II忠美（文化財保護主!Jl)ーノ瀬憲昭 ・副島正道（文化課指導主事）

●宮西遺跡 東中川忠英（文化財保譲主!JI)ーノ瀬憲昭（文化課指導主面）

●山浦西北方遺跡 束中川忠美（文化財保護主事）ーノ瀬憲昭（文化諌指導主事）

●山浦新田遺跡 東中川忠英（文化財保護主Ullーノ瀬憲昭（文化課指導主Ul)

●荻野遺跡 坂井健二（文化課指導主事）松尾法博（文化課嘱託）

●日岸田遺跡 坂井健二（文化課指導主事）松尾法博（文化課嘱託）

●束田遺跡 坂井健二（文化課指導主賽）本田秀樹（文化鰈嘱託）

●本川原遺跡 家田淳一（文化財保護主事）中島恒次郎 ・中磨浩太郎（文化課嘱託）

調査補助貝 北浦（山口大学生）田代成澄深町佐千子

整理昭和60 • 61年度束中川忠美（文化財保護主事）

平成2年度 裔瀬哲郎（調査係長）家田淳一（文化財保護主専）

小松譲（文化財課指導主事）宮武正登（文化財保護主llll

百崎正子（文化財課嘱託）陣内康光（文化財課嘱託、現B栖市教存委員会）

久山高史（文化財課嘱託、現鳥洒市教育委貝会）

-8-



第2章地理的・歴史的環境

-9-



第 2T.£ 地理的 ・歴史的環境

1. 地理的環境
. . . く ご

佐買収東部の品栢市は、筑後HI流域に展開する広義
もくし

の筑紫平野の一角をなすとともに、狭義の筑後平野の

西北部を占める位四にある。北部は筑紫山地に限られ、
《贔 〇

南部は筑後川を境として福岡限久留米市と相対する。
●ご紺9 ●ヽヽ あ● くら

東部は福岡県小郡市から甘木 •朝倉方面へと広がる平
• • • • •• 

野に述続し、さらに東北部は三養基郡碁山町から福岡
ら9しの

県筑紫野市方面一布の地峡を経て福岡平野へ通じる。

そして西部は筑紫山地より派生した丘陵地を介して佐

賀平野と接している。疇.. ( 會んぶ

地勢は、脊振山塊の九千部山 (847.5mlを主峰とし

て三カ所認められる支嶺から、それぞれ東南ないしは

南方向に丘陵地（洪積段丘）が伸び、ついで平坦部と
.. ● 9 皇んリ•

なって筑後川の旧流路（現新宝潰川）に至る。山々は

Fig.2 H栖市位磁図

幾煎1こも頂なり合い、各支頓間は断府によ って生じた裂け目（構造谷）を流下する河川が山地

を没蝕して、山麓1こ扇状の堆積地を形成している。

地形を東から詳述すると、藷蔑山より溶与；はに連なる支嶺は、袖此 ．苓苗の窃位段丘に通
Hヽ・ ヽ cょ9●● Uれいし

じている。大木/IIはこの支嶺と、九千部山の南側より起こって城山 ・群石山に終わる支嶺との
こ,n, , o 

間の断陪線に沿って流下し、山麗に神辺扇状地を形成する。大木Ill左岸は柚比丘陵群から曽根.. 
崎方面へ連続する標高15~80mの低～高位洪積段丘となり、右岸は現市街地を載せて拡がる標

高15~25mの独立低位段丘となる。一方、九千部山の西南側より起った支嶺は、岩笞山 ・nit
. .. ぇ... 'たい9●會 •,•( 

尾峠 ・笛吹山へと低下し、三養基郡北茂安町千栗一帯まで連続する丘陵となっている。九千部. ~-. .、..'
山を水源とする四阿屈川は、この東山麗に養父扇状地を形成して安良川となる。安良川と、石

・・-・ ●鼻 り谷山を水源とする沼川の間は、標高15~80mの低～高位の洪積段丘となり、朝日山によって北
ふ.. .. ひ

の麓地区・南の旭地区に二分される。河川はいずれも南流し筑後川へ注ぐが、下流域は標高10

m以下の沖積低地の広大な平坦部となっている。

烏栖市域の遺跡の分布、とくに集落遺跡の立地は、土地の自然環境と密接に関わっている。

旧石器 ・縄文時代はもちろんのこと、遺跡が顕著となる弥生時代以降、初め生活の湯は多くが

中 ・？、:s位洪積段丘上に営まれてきた。とりわけ遺跡の分布密度が応い大木川左岸と安良川 ・沼

川右摩は、それぞれ弥生前期末まで遡る固有の遺跡群が形成 ・継続している。これに対し、部

分的な例外があり一概に言えないが、全体的な傾向として、烏栖市街地の載る低位段丘は弥生

中期末以降に、神辺 ・費父の両扇状地は弥生後期以降、とくに古代から中世にかけて遺跡が増

-10-



I. 地理的閲坦

大するようである。また、条里制の痕跡が佃かに残る南部の低地は、最近まで河川の氾濫 ・耐

水の常襲地であったが、こうした治水の困難な沖積低地や地盤の軟弱な扇状地は、生活領域と

しての進出が遅れる傾向を見せている。

凡栖市域はとくに古代以降、律令制下の筑前 ・筑後 ・肥前三国の接点であり、太宰府 ・筑後

国府 ・肥前国府を連絡するそれぞれの官道（城の山道 ・筑後路 ・肥前路）が通過する交通の要

衝であった。この頂要性は、高速道路時代の現代においても変わりはない。
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第 2f,'1 地理的 ・歴史的環境

2. 歴史的環境

本田に収録した遺跡を取り巻く個々の歴史的杵最については各説に譲り、ここでは原始 ・古

代より近世に至る烏洒市域全体の歴史的lJ;1境を、主として現在までの調査成果の知見を踏まえ

た考古学的側面から、時代を追って摂蜆したい。

屈栖地域の旧石器文化は現状では十分にその実態が把握でさていない。過去に柚比町、今町

をはじめとする北部の丘陵群一帯で、ナイフ形石器を主体とする相当数の石器類の散布が報告
Ill • い し なりの.. {2) 

されており 、また永吉町長ノ原遺跡ではナイフ形石器や細石器類などの包含が若干みられたほ

か、最近の応位段丘J:での遺跡調査の際に、後期旧石器時代に屈する可能性がある石器類が採

集されることがある。ただ、いずれもこの時期の明確な遺構を伴うものでなく、遺物の判断に

ついてもまだ多くの検討の余地を残している．
●●うら

縄文時代になると、大部分が包含附ながら、遺跡を少なからず見い出せるようになる。山浦
にし e 131 

町西田遺跡は早期の明確な遺構を検出した唯一の遺跡で、住居跡は発見されなかったものの、

押型文土器に伴って種々のタイプの集石遺構が多数検出されたほか、抱石を伴う集石土墳墓や
たOOJ●奮

東西に述なる帯状配石が検出された。また数千点に及ぶ剥片を含む石器類に交じって、手向山
Vbがこヽ . ., . .  た

式土器や平招式土器も出土している。そのほか早期の遺物を包含する遺跡は、柚比町安永田遺
(4) 

跡 ・柚比籍裟遺品、 i未町笹の箭遺品、 亙涵r閻自遺品などがあげられる。前期～後期にかけ
こが こが (7) 

ては包含附および散布地から採集される例が若干知られるのみである。古双町古四遺跡からは
とピタ暑 tばた ーうより

前期の轟式土器が出土しており、柚比梅坂遺跡からは前期の曽畑系土器や晩期の御領式土器
ふなもと

が出土している。また、西田遺蹄からは中期の船元式土器をはじめ前期から晩期にかけての土
., ふ●曹9 あたか

器が敗発的に出土している。立石町笛吹山遺跡からは中期の阿高系土器が出土したと過去に報
l8l 

告されているが、山田遺跡の包含暦からは早期から晩期にいたるパラエティーに宮んだ土器片

が石器類とともに多数出土している。ここからは支石墓も検出されているが、この遺跡は以前
. ..,. . . .,. -うだ (9) 

に早期の集石遺構や晩期末の支石姦等が検出された三焚基郡中似町簑原の香田遺跡とは東西 I

kmほどの距離にあり、西田遠跡ともあわせて脊扱山地南麓の高位段丘上に縄文時代以降この地
"のうA かの,., 01 ..... 

域最初の定住拠点が散在するようである。これ以外に蔵上町桑ノ木添遺跡からは後期の鐘崎系・.< •• , 
土器と北久根山式土器が出土している。

縄文時代も晩期になると遺構を伴う例が増加すると共に、遺跡の立地が中～低位段丘の緑辺
.. ご 9る （み●" 

にまで広がる傾向が窺える。前述の山田遺跡のほか、永吉町本川即遺跡からは黒川式土器に伴
., ~ 00 •*よし

う袋状貯蔵穴や、夜臼式土器を伴う住居跡が検出されている。また永吉町永吉遺跡では廷の刷

四•·· た竹た•““つ ●拿~ ..  

葬品と思われる夜臼式の小壺と有柄石剣が出土し、村田町・1l:1三本松遺跡からは山ノ寺～夜臼
四

式期の丹塗り磨研の壺棺片が出土している．

弥生時代にはいると、前期末以降、凡栖地域の遺跡は飛躍的な増加を見せ始める。その分布
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第 2滋地理的・歴史的四境

は大きく 二つのグループに分かれるが、 一つは 「柚比遺跡群」と詑称される北東部の柚比 ・今

町地区周辺の丘陵に所在する遺跡群、およびり根崎町方面まで仲びる丘陵地ー布をも加えた、

大木川左摩地僭で、もう 1つのグループは南西部の朝日山南麓に広がる丘陵群一帯、安良川右... 
岸の村田 ・江品町周辺に分布する遺跡群である。 いずれも段丘と谷とが複雑1こ入り組んだ地形

に立地している。

柚比遺跡群は昭和52年度よりJOヶ年計画で範囲確認調迂が実施された結果、前期後半から後

期にかけて集落•項墓遺跡がほぼ途切れることなく分布することが明らかとなった。 遺跡群周
・ つい Of .,,.,., " " a• 

辺も含めて、初期に成立した巣沼遺跡には今町八ツ並遺跡 ・共同山遺跡 ・岸田遺跡 ・永吉町長

ノ原遺跡などがあるが、このうち八ツ並遺跡では前期後半、長ノ原遺跡では中期初頭の環濠の
une on た..てん

一部が確認されている。また併行する墓地には柚比町安永田遺跡、田代本町フケ遺跡 ・田代天
“ぐうと，•• ao •• いし 信）
満宮東方遺跡、長ノ原遺跡、＂根崎町垣石遺跡などがあげられる。中期初頭 ~1前半以降、遺跡

群としての集中・展開が顕著となり、この地域固有の地緑的共同体の発展過程が見えてくる。
●● < ~ 01 

中期の前半から後半にかけての甕棺廷群が検出された柚比町大久保遺跡 ・安永田遺跡 ・柚比梅
[5X:,, 

坂遺跡、田代本町フケ遺跡などにみられるように、 一定期間継続して営まれる共同廷地が広く

分布しており、フケ遺跡や安永田遺跡では烏栖地方特有の長脚祁坪をはじめとする祭祀土器群
AO 

による謀前祭祀の遺構が検出されている。中期後半～末になると、銅文や鉄剣を副葬する斐棺
(8J Ill) 

廷も現れてくる。そして、 この時期安永田遺跡では銅鐸や銅矛の鋳造が行われている。

朝日山面麓から村田 ・江島町にかけての丘陵上に分布する面西部の遺跡群は、柚比遺跡群ほ

どには解明が進んでいないものの、同時期同規模の集団関係の形成が展開していたことは間違
しら〇べ

いない。この遺跡群を考える場合、 三養基郡北茂安町の白壁地区周辺の丘陵群をも包括する注
"ん み たに 四

意が必要である。この地区からは中広銅矛が12本一括埋納されていた検見谷遺跡をはじめ、細

の """"a、形銅文を副葬する甕棺墓など、過去に脊銅器が多数発見されているが、中でも六の幡遺跡から

は特定有力者集団中の個人廷というべき前漢鏡を副葬した中期末の甕棺墓が検出されている。
匹

烏栖市域側では、村田町村田三本松遺跡で前期末～中期後半にかけての甕棺廷群が祭祀土壌を

伴って検出されたほか、付近では確認調査において同時期の溝状遺構が検出されており、比較
●曾る ● が. <A 

的規揆の大きな集落の存在が想定される。これ以外にも村田町安良遺跡 ・江島町相撲遺跡 ・天
じんの•

神記遺跡など、甕棺廷を主体とする共同墓地の存在が多く知られるが、これらは過去のみかん

菌造成時、あるいはゴルフ場建設の際に相当数が未調査のまま破壊されている。なお江島町か
四

らは広形銅文の鋳型が発見されており、冑銅器工房の存在の可能性も考えられる。

以上のように北東部と南洒部の弥生遺跡集中地帯は、中期後半～後期にかけてのクニとして

の集団関係の成立過程を考える場合、それぞれが地緑的共同体を背呆として別阻に発展して
● い ● ぷ

いったものであり、後の基屁 ・茨父両郡形成の経緯にも直接の関わりが想定されるが、この中

期末～後期初頭以降、中～邸位段丘上で営まれてきた遺跡が減少する一方で、低位段丘緑辺の
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2. 歴史的環境

遺跡が活発化し、烏栖地域の遺跡立地傾向に大きな変化を読み取れる。柚比逍跡群周辺の湯合、
00 ., • .,. G9 

前時期まで遺跡が集中していた柚比 ・今町一帯では、八ツ並遺跡、平原遺跡が存続するのみで、
四 u● ..  .,. !!!I 

新たに永良町本川原遺跡 ・長ノ原遺跡 ・原町本原遺跡など低位に臨む低位段丘上に遺跡が成立

している。八ツ並遺跡や本原遺跡では現濠や条溝が確認されており、 また長ノ原遺跡では後期.. 
ii1/半の住居跡から後漢鏡片が出土している。遺跡群の再構成ともいうべき遺跡の低地への進出

たいしよう ““も OD ぃ.,. .. 
は、そのほか中期末～後期の過渡的な様相を示す大正町小原遺跡をはじめ、原町下原遺跡、姫
・た ● ..  た .... uた.. ・っヽ •co, •co • い皇い,. ..... ,. 

方町姫方遺跡、幡崎町幡崎遺跡、行根崎町四ツ木遺跡、藤木町藤木遺跡、今泉町今泉遺跡、
• • ..,,,. O!I (61 
元町内畑遺跡、又木町宮の前遠跡など、終末～古瑣時代初頭期にかけて継続して認められる。

(3) 0● 

一方、安良川流域では蓑父町贅父遺跡、蔵上町桑ノ木添遺跡などにこの傾向が認められ、また
鼻,.つ

右岸域の幸津町や村田町周辺の遺跡群もこの時期に最盛期を迎えるものと思われる。

古項時代前期初頭になると、弥生後期以降の遺跡立地を踏襲して、中～低位段丘先端や扇状

地上に古項が出現する。現在のところ定型化以前の古項の所在が確認されるのは大木HI流域に

おいてのみで、安良川や沼川流域に古墳が見い出せるのは 1時期遅れた4世紀後半~5世紀代

にかけてである。しかしこれが弥生時代以来の、屈栖地域における大木HI流域の優位 ・先進性
匹

を示し得るかについては、南西部の丘陵地帯の多くが未調社の現状で断言はできない。

古項時代の集落遺跡については、弥生時代後期終末～古墳時代前期にかけては先述の蓑父遺
しとこリ 凶 ... . . . しだ 四

跡、桑ノ木添遺跡や古賀町元古買遺跡、中期では古賀町花ノ木遺跡、後期では今町岸田遺跡、
•••• ,,,. .. ... 1111 ., • QOO!Xlt QI 

抽比町梅坂炭化米遺跡、 荻野遺跡、永吉町本川原遺跡、原町本原遺跡などで部分的に知られる

のみである。古項立地との相関など、未だ瓜栖地域全体の様相として把担するには至っていな

い現状では、古1.1'1の成立と展開の状況からこの時代を読み取るほかない。
.....  ●か●● “ 

大木川流域の 5世紀後半代までの古瑣の編年は、田代本町赤坂前方後方項 ・永吉町本川原方
0叩n じ) . が人ゼ

形周溝墓群 • 原町下原方形関溝廷 ・ 今泉町今泉方形周溝廷群一神辺町日岸田方形周溝墓一柚比
髯•• <>•• CIII 

町平原古項・荻野箱式石棺墓ー田代本町太田東方古瑣となる。赤坂前方後方坑は全長24mの出

現期古墳で、以降の方形周溝墓群と同じく出土土器は畿内系古式土師器で占められている。平

原古頃は荻野と同様に箱式石棺を内部主体とし、太田東方古墳は竪穴系横口式石室である。

安良川 ・沼HI流域の中位段丘上に分布する 4世紀後半~5世紀代の古瑣には幸津町幸津箱式

CIII • ら た " ' "  "' 
石棺墓、村田町安良箱式石棺基、山浦町山浦古墳群、平田町薄尾古墳群などがある。隣接する

山涌 ・薄尾両古瑣群はともに継続して形成されており、一部を除いて径!Om前後の小円坑で構

成されている。内部主体は、粘土構 ・箱式石棺→小竪穴式石室→初期横穴式石室と、この時期

の変遷の典型を窺うことができる。

古墳時代前半期の鳥栖地方においては、以上のような古坑の立地、分布、規校、あるいは副

葬品の内容などから考えて、突出した大百長陪の存在というものを打定しにくい。むしろ在地

の小豪族屈、つまり弥生後期以来の小地域を“位とする有力家父長クラスの、一部外部からの
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第2章地理的 ・歴史的瑣境

影響も含めた自立強化、そ してこれを背景とする造基集団の展開が想定できる。 ,., 
しかし6世紀代に入ると、 こうした様相は一変する。大木川左岸の中位段丘上に田代本町剣

づ• ~D .. い にI <うし人どうづゎ 匹

塚古墳 (80m) • 岡寺古I.It(70m) ・庚申堂塚古墳 (60m)の3基の大型前方後円瑣、さらに
た しみぶ● . l<f 

大型円坑(42m)の田代本町田代太田装飾古坑が築造されるとともに、これら大型古坑の周辺で
I& "わづ . . ●づ•

は柚比町梅坂6号墳 ・ヒャーガンサン古項、また安良JII流域では古賀町稲塚古瑣、養父町塩塚
偏

古墳など、径30m前後の中型円墳が展開する。 剣塚 • 岡寺 ・ 庚申堂塚の 3基の前方後円墳は国

造クラスの首長墓と考えられるが、先述のとおり、このなかで最も古い6世紀前半に比定され

る剣塚古墳築造以前の布力首長廷の系譜が応栖地域では辿れないことから、 これら大型前方後
ら（ しの（にのみ●9こいか 9

円項築造のlffllこは、継体朝による527~528年の筑紫国造笠井の乱平定後の筑後平野の政治

的情勢が直接関わることは疑いをいれない。また、 6世紀後半の壁画系装飾古坑の盛行と軌を

ーにする田代太田古墳の築造も、烏栖地域が6世紀代以降いわば 「外来系」の大百長庖により

支配されていたことを窺わせるとともに、要衝の地としてのこの地域の重要性がこの頃より認

識され始めたようである。

杓子が峰から群石山、匹野尾峠の山麓一帯には、本書にもその一端が紹介されるが、6世紀

後半から 7世紀代を中心とする群集墳が大黛に造営される。東方より列記すると、杓子が峰山
価 たいへい ●●●● ひリしじ”” “｝ じ●う●A

麓には梅坂 ・永田 ・太平 ・神山 ・杓子が峠・東十郎古項群が、大木川右岸の山麓には十 三塚・

禎＃古坑群が、群石山山麓には盲溶湯岩） ・第篠．箸茜．籟岩古墳群が、安良川右岸の山麓一

帯には山浦 ・立石古墳群ならびに朝日山山麓の朝日山 ・村田古撲群が分布しており、鳥栖市地

域の脊振山地南麗はまさに群集墳の密集地域としての状況を呈している。これら群集頃の成立

時期は現在のところ6世紀前半まで遡るものは見られず、また、最も新しいものは東十郎古坑

群にみられるように、双耳壺の竹蔵器を用いた8世紀前半の古坑終末期まで築造されるものが

ある。凡栖地域の群集項の性格は通常考えられる有力家父長層の一族墓であるとともに、立地

や規模などその様相に一定の規律が認められることから、ある時期並存する大 ・中首長墓の被

葬者層との間に階級差、言い換えれば支配 ・被支配関係の存在を想定できる。しかし、 7世紀

後半以降、この地域が碁葬 ・喪父郡に二分される背景を考えると、こうした外来系大豪族によ

る在地小萩族の支配体制は一時期のものではなかったかとも考えられる。また、終末期群集坑

については、 66~の基緯城造営と軍団設匹を背呆として考慮に入れる必要がある。

古代律令国家体制の下、烏栖地域は肥前国に属し、東部は基財郡、西部は養父郡に分けられ

るが、この二郡は大木川を境界としたと考えられ、基本的には近世まで続く。基財郡は 「お箭
., ... ビ・ ●●よう●,, じ●しよう 〇●こ● かい..

国風土記」 に 「郷陸（六）所、里十七」とあり 、 「和名類緊抄」 には姫社・山田 ・基狂 •川上 ・
•• 
長谷の五郷を学げているが、欠落の一郷として永吉郷が推定されている。養父郡は風土記に「郷

．＂ ● た わた' ~ 
陣（四）所、里十二」とあり、和名抄は狭山 ・ 屋田（日理） • 投父 ・ 烏栖の四郷を学げている。
ぐん d

部術はそれぞれ基揖漑、簑父郷に設磁されていたと推定されている。基緯郡術の位ばは現在の
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2. 歴史的四境

ところ不明であるが、蓑父郡街については、明治期の地割因などから、現在の蔵上町の集落に

所在したと考えられている。最近の確認調査では周辺の山涌町から疫父 ・牛原町一幣において

奈良時代の掘立柱建物群や住居跡の所在が数ケ所で確認されており、郡術との関連が今後の関

査に期待できる。また基難郡域の古代の集落跡は、今町岸田遺跡、柚比1BJ荻野遺跡、永吉町本
と=

川原遺跡、神田町日岸田遺跡、原町本原遺跡などで確認されている。なお風土記の喪父郡「烙

壱所」は、朝日山に比定されている。そのほか東部と南部の屎状地や沖梢平野には条里の遺構

が認められ、市内各所で条里制の坪名を示す字名が若干みられる。

律令体制が衰退する平安時代後期以降、品栖地域においても荘園が形成されるようになり、

＂ 国紺領 （公田）を圧迫するようになる。鎌倉時代の正安5 (1292)年の記録によると、荘園はぁ.., 
基緯 ・蓑父両郡のほぼ半数の耕地を占めるに至っている。この大部分は太宰府天満宮安楽寺領み.. とど

で、あとは宇佐八幡宮弥勒寺額となっているが、実灯的にはこれらの荘園は、曽禰崎氏 ・土々. . "' 
呂木氏 • 藤木氏 ・ 山涌氏 ・ 神辺氏などの御家人地頭によって支配された。今泉町今泉遺跡では

このうちの藤木氏との関連が想定できる、濠を巡らした城館跡と思われる 13世紀前半頃の遺構
Ot 

が検出されている。また大正町小駆迫跡では中世後期の掘立柱建物群が検出されている。
しよ.. 、いつし● ・・・・・ しぶ● 9ヽ

南北朝時代から戦国時代にかけての戦乱期、この地域は少式氏 ・一色氏 ・今川氏 ・渋川氏 ・
息,.,
菊池氏など、支配者の交特が頻繁にみられたが、この時期、村田町や牛原町周辺には山城が築

むCC

かれるようになる。この一布は明応 6(1497)年に筑紫氏が品栖地域を押さえて以降、天正

14 (1586)年に島津氏に攻略されるまでの約90年間、届悶城を本城9こ、伍蔽城、遠f簡城、噴「城
..... . こるぐ●

ならびに旭山城、所隈城などの支城群が構成され、さらに城下町も形成された。なおこれらの

城郭群の一部は島沫氏侵攻の直前に当時最新の畿内型プランによる改修が施されていることが
6匹 ●●う らい ・も 〇

確翌されている。また山浦町山浦新町遺跡ではこの時期の城下町の遺構が検出され、その具体

像が解明されつつある。調査地域は谷を仕切る大規模な空堀と土星により 4地区に区分されて
そうがu ● ピぐ9

おり、とくに総構 内側の木戸口に至る区域は、短冊型の地割上に町屋遺構の柱穴群が並び、中

央を開市スペースの配慮が想定できる幅llmもの広い道路が白いていた。
なペLI

近世以降、 基鉢郡と簑父群の東半は対馬藩領に、狡父群西半は佐閃鍋島藩領となる。また長
とど.. 

崎街道が整価されると共に、両藩領域にはそれぞれ田代宿、 轟木宿が設けられ、番所も同時に

屈かれた。なお田代宿には対馬藩肥前田代領 (1万6千余石）の統治機関として代官所が設甜

されている。
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森都
虚
谷 遺 跡

遺跡名：都谷遺跡（略号MKD)
所在地：鳥栖市萱方町字都谷
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都谷遺跡

都 谷遺跡

I. 遺跡の概要

脊叛山系束端の九千部山（標高847.5m)から南東にのびる尾根の一支悧である群石山（探高

201mlの山麓部に遺跡は位紺する。群石山を支矧とするこの尾根は東は大木川、西は安良川に

よって深く開析されており、また、山麓部はやせ尾根が南方に幾筋ものびており、これらの尾根、

あるいは谷を支群にして古瑣群が形成される。本遺跡もそのなかの 4つの支群となる。

本遺跡周辺にも濃密な古瑣群の分布が見られる。まず、烏栖市東部を流れる大木/IIの東料に東

十郎古墳がある。これは杓子ケ峰から南下する舌状の六つの小丘陵を支群として古墳群が形成

され、 1つの支群には 3基から20基の古坑が築造される。このほか古墳時代後期の群集坑として

大和II西岸に、十三塚古只群、横井古坑群、門前古項群などがある。大木川東岸の荻野丘陵には壁

画系装飾画をもつ田代太田古墳をはじめとしてとして岡寺前方後円坑 ・庚申堂塚前方後円坑．

剣塚前方後円項などが築成され、 6世紀代のこの地域の首長秘群を形成するがこれらの首炎廷

群と山麓部の群集墳は何らかのかかわりをもっと考えられる。とくに、多くの古坑群が丘陵尾根

上に直諒的に並んで築造されるのに対して、都谷遺跡B地区や東十郎古坑群の第2区や第4・5

区のように密集型の群集墳が形成されることは政治動向と無関係ではあるまい。

本遺跡はA、B、C、D地区の4地区からなるが、それぞれこれらは尾根上あるいは谷部に立地

する。その中でもやせ尾根裾部のB地区に最も古墳が密集する。この尾根は裾部で幅約90m、中

腹で幅約50mを測り東西両側は急斜面となる。 B地区上方の届根上にも古坑は現存するが、調

査区のものとあわせると30数基にもなる密集型の群巣坑を形成する。 8地区から谷をはさんで

南西250mには宮西遺跡があり調査の結果古墳2基を検出した。 B地区と宮西遺跡の間の谷部が

A地区で調査の結果古墳 l基を検出した。 A地区の南には、南方にのびる細長い独立丘陵、襟

高77mがあるが、ここにも数基の古坑が現存する。 D地区はB地区から谷をはさんで東方200m

の尾根頂部に位筐し、B地区とD地区の間の谷部がC地区である。尾根上に立地するのが西から

宮西遺跡、B地区、D地区でその谷部にA地区、C地区が位凶する。

各地区で検出した遺構については Tab.2の遺構一覧表に示す。古瑣の内部主体の内訳は複室

両袖型横穴式石室が11基、単室両袖型横穴式石室が9基、小石室が2基である。これらの中で天

井部まで遺存していたのは2碁で、そのほとんどが腰石およびその上方の壁石数段が残存する

のみである。出土遺物については、それが全くなかったのは小石塞のSTOOSだけで比較的多く

の遺物を検出できた。ただ、横穴式石室でも新時期に築造されるST013、ST018、ST019古項

などは副葬品が少なくなる傾向が屯取できた。装身具ではSTOl4古墳で水品製切子玉など多く

の玉類が、また、 ST002、004、008、012、015古坑で馬具が出土した。

-22-



Tab.2 遺構一覧表

A門鯰
石至形式 I規校(m)

（玄室）中央長x中央幅

STOOi I複室両袖型 I 2.55X2.30 

B地区

遺構名 石室形式
規 模(m)

（玄室）中央長x中央幅

STOOi 複室両袖型 2.40Xl.95 

ST002 複至両袖型 2.40X2.05 

ST003 複室 両袖型 l.90X2.25 

S T004 複室両袖型 2.25X2.10 

STOOS 小 石 室 I. 75X0.80 

ST006 小 石 室 0.85X0,80 

S T007 単室両袖型 2.70X2.25 

S T008 複窒両袖型 2.85X2.J5 

S X009 

STOIO 単室両袖型 2.0 X2.0 

STOii 複至両袖型 2.75X2.15 

S TOl2 複室両袖型 I.SOX 1. 90 

ST013 単室両袖型 J.90X2,10 

S TOI4 単室両袖型 2.0SXl.95 

S TOIS 複室両袖型 2.75X2.90 

ST016 単室両袖型 2.10 X l. 90 

S TOI7 単室両袖型 2.30X2.50 

ST018 lit底両袖型 !.65Xl.70 

ST019 ll1室両袖型 I. 75X I.SO 

C地区

遺構名 石室形式
規 模(m〉
（玄窒）中央長x中央幅

STOOi 複至両袖型 2.20X 1.95 

ST002 単室両袖型 2.60X2.10 

S K003 円形 土 墳 l.50X 1.25 

D芦
遺構名 石室形式 I規模(m)

（玄室）中央長x中央幅

s TOOi I複室両袖型I2.50X2.40 
S K002 不整楕円形土填 I. 75X0.60 

時期（小田編年）
築造～追葬

IV期~V期

時期（小田編年）
築造～追葬

IV期~V期

IV期~VI(新）期

JV期~VI(新）期

IV期~VI(古）期

VI(新）期

VI{新）期

IV期～？

111B(新）期~JV期

IV期

IV期~VI(古）期

111B(新）期~VI(新）期

111B(新）期~VI(新）期

VI(新）期

111B(古）期~V期

ll!B(新）期~ V期

IUB{新）期~VI{新）期

1118(新）期~VI(古）期

VJ(新）期

~VI(新）期

時期（小田編年）
築造 ～追 葬

IV期~V期

中世？

時期（小田編年）
築造～追葬

IV期~VI期
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備 考

備 考

天井部まで遺存

天井部まで遺存

出土遺物なし

追葬土器なし

個別図なし

時期決定遺物なし

偏 考

時期決定遺物なし

備 考
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I. 遺跡の概要

土器の分類について

古墳群の形成過程を論ずる場合や群集項研究を進めるためにはどうしても古瑣おのおのの築

造時期および追葬期間を特定していかねばならない。その碁礎的作業は古収出土の遺物、なか

でも須恵器の編年研究によるものであろう。現在、須恵器編年は田辺あるいは中村の陶邑編年、

北部九州では小田編年などを用いたりしている。群集項が出現する 6C後半以降は各地方での

築窯がさかんになりそれぞれの烹で生産される須恵器にも地方色がみられるようになる。その

ような中で、そのまま陶邑編年、小田編年を適用して古墳の築造時期｀追葬期間を特定するに

は無理があると思われる。密集する古坑群の古墳個々の相対的な築造、追葬期間を明確にする

ためには既存の陶邑編年や小田編年をもってするよりも古瑣群出土の須恵器を分類して相対的

な編年を組みたてることがより有効な方法であると思われる。

A類乙三王~
I 

B類乙:竺「＼

＇ C類己豆□こう

D類

E類

a 

丘

五

＇ 一

~ 

ニコミ入

＇ 乙ーニl '~

こ

ミコジ

て召□プ

6 
てエコ

＇ C;;:::;J~ 

ごコ
Fig. 7 杯蓋 ・比分類図
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岱谷辺跡

箕者はかつて石動二本松遣跡の 4基の古墳出土の須恵器杯蓋をA~E類に分類して古坑相互

の築造、迫葬期間を考えてみた。本遺跡の所在するH栖市は石動二本松遺跡と同じく佐双平野

東部に位紺し、その分類は若干の修正はあるものの適用できた。そこで本円に掲載する都谷遺

跡、宮西遺跡、山浦西北方追跡、山浦新田遺跡についてもこの分類を用いた。

杯蓋 ・身は法泣差が時期差となってあらわれることは従来からいわれている。そこでこのA

~ E類の分類基準の第一の屈性に法危をあげ、その他に杯器は稜、沈線、宝珠つまみ、かえりの

有無など杯身ではたちあがりの傾き、麻台の有無といった形態の他、底部・天井蔀に施される回

転ヘラケズリ 、不定方向ヘラケズリ 、ヘラ切り未調整といった胴整などにより分類してみた。そ

の分類表を Tab.31こ示す。 A~ E類を小田編年に対応させると A.B類を1118期.C類をIV

期、 D類をV期、E類をVI期と考えてみた。問題点としてC類とD類は部分的に併行関係にあ

ることが牛頸小田浦窯などで確詑されている。また、A類はIIIA期にすべきものかもしれない。

いずれにせよそれぞれの古墳でどのような杯蓋 ・身が出土しているかを客観的にしめすデー

クーとしての分類である．

Tab.3 土器分類表

分 i 年

実 法 戴(cm)

年 形態 ・ 調整の符僅
頑 代 杯 洒 杯 身

A 

>悶! 口f,l 1•~ 15 
Cl径 11.5~12.5 蒼の天井郎およびgの経部は入念な日転ヘラケズリを庫す。 ilf

醤“ • ~ 5 の天井部と口“高の境,_技、またI:沈線。口唇饗内面に沈絨を
Ill 醤高 ，1~5 

たちあがり潟 1.5 11す。当て道具貨をi,ず．

B 

i 息I 口往 13.5~1•1.5 
口狂 10.:r-11.5 蘊の天井部-~の底部は楓な同転へうケズ，）と不定方向ヘラヶ

器Iii 3.;-,_; 
謬潟 3.5~4.5 ズリを誕す。

虞 たちあがり~ 1.0 衰の体路の積や口＂部内面の沈 線ljifl失する．

C II' 

品~ 口径 11,5-12.5 
〇径 10-ll

這の天井部、 9庭郎Ii.平坦なしのがみられ．不定11向ヘラケ
器高 3 - ,, 

醤高 3~4 
ズ＇）のばか` へう切り筑が残る ．蕊と身が逆転する。虞 閉 たちあがり150.8 

゜
V 

! 
鯰もヽ Jヽ形化が退行する．杯の董に宝珠つまみと、かえりが出現

口径 9-10 口径 7,5~8.5 
1111紅 3~4 儲碍 2~3 

する．杯の蓋にはつまみなしもある。砂の底郡はヘラ切り末
煩 閉 躙竪．

沿節閉 ! 閉b 
口径 11-12.s 口径 13~14.5 

匹にはつまみが~lくしのと付かないものの2 クイプがあり、

いづれもかえりはつく．
E 濶応 2~3.S 瞬高 ，1~6 

杯身1よ9ヽ の字影に開く高かが付く。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．響．．．．．．． ................................................... ● ● ● ● ● ● , .....  

類
沿息ぶ' 匹のかえりは消失する.0縁嬬部は．下、n,このびる．
ii 
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1. 遺跡の概要

鉄鏃の分類について

後藤守一の分類をもとに鏃身形態により下記のように分類した。

鉄 鏃 平 面 形 態

尖 根

小彩樟蔦片刃瞬 藝箭 芹筒 印菓 艮三角影

平恨

三角形 椿葉 血 雇又
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．
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饂
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被箆
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都

鏃 身 断面形
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切刃
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Fig.8 鉄鏃分類、名称図
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都谷遺跡
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II. 古墳時代の遺構と遺物

<A地区の調査）

本調査区で検出した遺構は複室両袖型横穴式古坑 1基である。

1. STOOl古墳

(1)概要

II. 古Jj'(時代の遺構と遺物

本調査区は宮西遺跡と都谷B遺跡の間で谷部に位凶する。南には南方に細長くのびる丘陵が

あり数碁の古項が尾根上に築造される。坑丘、石室上半分は欠失し、前門部に閉塞施設が遺存

する。玄室左側壁腰石の上端面には箭の跡が残る。内部主体は複室両袖型横穴式石室で前室か

ら土器、鉄鏃、刀子などが出土した。築造時期を示す土器の出土が 1点と資料不足であるが、

築造は小田編年IV期で、追葬はVI期までなされる。

(2) 内部主体

複室面袖型の横穴式石室である。面側の緩斜面に向かって開口 し、主軸をNJO'Eにとる。前

庭部は開墾により削平される。石室上部はすでになく腰石のみの残存である。玄空平面形態は

長方形、前室は幅広の長方形で前庭側壁がハの字状に開く。 石室掘り方は隅丸長方形で、旧表

土から約 I~I.Sm程掘り込む。規模は石窒全長6.4m、玄室は中央長2.55m、中央幅2.30m、前

室は中央長1.lm、中央幅1.55mを測る。奥壁腰石は2.2X1.3m程の扁平石材1石を横位に配す

る。奥壁裏込めに冑色粘土を用いて腰石を固定する。壁而は整う。右側墜腰石は2石からなる

が奥壁腰石に接して、 2X 1.2m程の財めの横長石材を横位に、0.9X0.6mの石材を縦位に配す

る。左側壁腰石も 2石からなる。奥壁腰石に接して1.8X0.9m程の扁平な割り石と0.9X0.9m

の方形石材を配する。この扁平割り石には小口面上端に計8つの箭の跡がつく。他の石材は付

近から採れる花閾岩を用いるのに対して、加工した石材を腰石に用いるのは興味深い。箭の跡

は上端に 7つ、小口面に 1つある。この加工は腰石として配四した後行ったのかそれとも石材

調達時1こ箭をいれたのだろうか。小口面に 1つ入る箭の跡にはひびが入るが、腰石配置後にこ

こに箭を入れたとするとその理由が説明ができないし、小口而上端から箭を打ち込みわざわざ

壁面を加工する意味もなさそうである。ならばこの加工は石材調遠時に行ったと考えるのが自

然であろう。そして腰石に使うことを目的としてではなく石棺などの板状石材の加工を意図し

ていたと思われ、それがうまくいかず途中でやめ、それを腰石として使ったのではなかろうか。

玄t•~部は右袖石にl.!X0.8m、左袖石にI.IX0.9m程の方形状石を配する。担石は扁平石3

石を重ねる。玄門幅0.65mを測る。前寇の左右側壁腰石は0.9X0.5m程の横長石材を横位に配

する。右側墜では腰石の上に同大の石材を横位に重ね、さらにその上に径0.5m程の石材を積
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都谷遺跡

む。前門袖石は玄門のそれよりやや小ぶりの石材を立てる。前塞床面を検出する中で、床面から

40an浮いた状態で多くの小石が配されていた。初めこれを追葬面かと も考えていたがこの下か

ら最終追葬時の須恵器、鉄鏃が出土したことなどから、この面は後世のものと考えた。
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都谷遺跡

前庭側壁は平面ハの字状に閥き、腰石1こ0.6X0.3m程の横長石材を横位に配する。天井部は

前門袖石9こ架構する捐石までで前庭側壁には天井石を架構してないのだろう。

閉塞施設は前門部にあり、径0.3~0.2mの転石を積み上げる。

遺物は前室右側隈付近から最終追葬時の須恵器が7点、またその下と左側隈隅から鉄鏃、刀 子

が出土した。

F (IIPlll}因I)IJ 出土地点 器 種： 法 11cm 形態・属整の符徴 色躙 焼成 襲写遭真窃費登鯰鮭欝欝9 

11-1 
STOI 匹

0径 (13.4)
体聟から口縁部にか11て屈蝕する．

灰色 惰通 記•3613
石文理土 （須恵響） 天井簡は鑢な回転へうケズ，)．

-2 $TOI 杯葦 口往 11.4 宝珠つまみ付e.荘干、惰円形気昧
貧褐色 抒過

絡・3611
(PU2) 前室左壁 （須恵醤） 謁高 3.6 である．体郎I<ヘラ記号あり。 900279 

-3 STOI 杯遺t 口径 11.5 ｀珠つ竺み付さ．体郭から口縁部に
灰白色 行通

記3碑

( ")  禎宣左置 （須恵苫） 器応 3.2 かけて一郎貴褐色． 900m 

-• $TOI 杯9 口径 12.0 底郎ヘラ切り11し．未鯛整．釈1111に
灰白色 抒通

絡・3606
{ JI) 腕寇左畳 （須恵醤） 器高 5.5 ヘラ記号有り。 900175 

-5 STOI 杯9 口径 12.8 渇台付き．高台は外側に開さ断面,:
灰白色 不良

記-3610
C") 蔚室左璧 （須恵講） 1111高 4.6 三角形． 900'1& 

-6 STOI 紐 口径 13.5 高台付き• 高台は外1111に開さ断面,:
灰白色 不良

85・ 拗 7
(.)  隋室左璧 （須恵召） 醤裏 ,. ヽ 三角形． 900276 

-1 STOI 高杯 口径 9.0 杯閲は内湾しながらたちあがる．脚
灰Ill色 良好

記-3608
., 滋左璧 （須恵醤） 器嘉 7.7 llttllil1外鯛に広がる。硬ft. 9如 0

-s STOI 平瓶 凪：ti 日がやや張郎回る．転径へl-2uの砂粒を 灰色 行通
応•3612

(.)  ;;1室左壁 （須ll!醤） 含u.窮 ラケズリ． 90(幽

Tab. 4 S TOOi古墳出土土器一覧表
j 1は塑座

こ］ ニコニ~2

ニ 4

~' 

~ 

こ 3

二 t6 

゜
I知

Fig.II S TOO! 古墳出土須恵器 (I/4) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物
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都谷遺跡

(3) 出土遺物

須恵器

杯蓋はC類(1)・E類(2、3)、杯身はE類(4、5、6)がある。 1は石室内出土、天井部から口縁部

にかけて約1/挽見存する。 2、3は杯蓋．宝珠つまみ付きで内側にかえりが付く。出土状況から 3

と5はセットであろう。 4、5、6は杯身、 4は底部ヘラ切り未調整。 5、6は高台付さ。

7は高杯、8は平瓶.1は口径9.0cmと小形化が進んでおり杯D類の時期であろう。1以外はすべて

前当左猥付近から出土。4と6は4が上で、3と5は3が上にそれぞれ頂なった状態で出土している。

鉄器

鉄鏃(9~31)すべて前室内出土で、右壁隅と左壁で須恵器の下からまとまって出土した。平根

式(9~12)と尖根式(13~23、30、31)がある。 9、10、11は斧箭式、 9、10の鉾先は丸みをも

つ。 鏃身縦断面両丸造。 11は鏃身部幅が狭い。 鏃身縦断面片切刃。 12は両丸造腸袂三角形式、

箆被不明瞭。 13は片刃箭式。 14~31は後藤分類では璧箭式である．身平面形態は目が張るもの

(17、18、19、20)と身側緑部から丸みをもち鋒先にのびるもの(14、15、16、21、22、23、31)がある。身

断面形態は片丸造(14、16、17、18、19、20、23、31)片切刃造05、22)片縞造(21)がある。14、17は関部

が不明瞭で、21は片側のみ関部がある。全長21cm.14、17、18、19、21、24、25、26、27、28、30、31は棘

箆被をもつ。

刀子(34~37)すぺて前室左壁出土である。 34は刃部を一部欠くものほぼ完存する。全長15.7 

cm、茎部長5.5cm、身長10.2cm、両角関である。 35は身のみ残存。 36、37は関部から茎部にかけ

て残る。 36は茎部長5.0cm、両角関である。 37は緑金具を残す。両削関である。

不明鉄器(32、33)32は全長4.3an、断面円形である。形態的には引手壺あるいは餃具に近いが

それにしては小さすぎるし他に馬具も出土していない。33は平面半円形で側円部はいきている。

装身具

耳環(38)銅地銀張り。緑青がふき内面は漆黒色。成分分析結果では金銀ともに含まれている

ことが判明した。金より銀の黛が多い。 一、~』~こコニこ二弓

゜'" . " 秤n

◎ ・ロ立夏
＇ R38 

Fig.13 S TOOi古Jfl出土鉄器 ・装身具 (I/2) 
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JJ. 古墳時代の遺構と遺物

<B地区の鯛査〉

本調査区で検出した遺構は複室両袖型横穴式古坑8基、単室両袖型横穴式石室8碁、小石室

2基、不明遺構l基である。東西両側はやせ尾根という極めて制約された地形に古墳を築造し、

密集型の群集坑を形成する。調査区中央には大規模に地山を掘削し、墓域の再編を想定できる。

Fig.14 S TOOi・003~006古墳墳丘 (l/250) 
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都谷遺跡

1. ST 001古墳

(1)概要

調査区の南で本古墳群の中では最も低位既に築造される。北には隣接してST004古墳が北西

には本墳周溝と切り合う ST003古墳がある。坑丘、石室とも遺存状態は良好で調査時にはすで

に開口していた。前門部に閉塞施設が残存する。内部主体は南に開口する複至両袖型の横穴式

石室で、玄室平面形態は長方形で前室は幅広の長方形である。某道出土の土器は上下2面をもっ

ており、土器に型式差はないものの2回の追葬を想定できる。出土遺物から築造は小田編年IV

期で、追葬はV期まで。

(2) 墳丘・周溝

周溝外径約20mの円墳である。周溝の北側および東側など部分的に削平を受ける。周溝幅は

約3mで深さ40~50cm、断面は浅い三角形である。平面形で玄室中心が墳丘の中心となるよう設

計される。石室掘り方は羨門部でくびれる平面羽子板形である。

'

,

-

゜I'''' 
Zm -, 

山oz育 1

Fig.IS S TOOi古墳石室閉塞状況 (I/60) 
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u. 古槙時代の遺構と遺物

墳丘の盛土はほぼ完存し墳丘基底面からの高さ

約1.7~2.Smを猥る。丘陵斜面に対して石室主軸

が約45'傾くため坑丘基底面も左側壁側が高くな

る。右側壁側の項丘基底面は掘り下げすぎか地山

状の黄白色土を盛り上げる。旧表土は貿褐色土で

この40~50cm下には黒褐色土が堆積する。石室掘

り方の裏込め土はこれら黒褐色土と1/.1褐色土混入

貿褐色土を交互に版築状につき固める。石室掘り

方内の裏込め土は奥慨側と右側攪側では、腰石と

その上方 1~2段石積みまで水平9こ堆積するが、

左側壁側では石室床面に向かって斜方に堆積する。

その上方の盛土は褐色土を多用し、その単位も比

餃的細かい。これは石室側壁に小形の石材を用い

ることに起因するのであろう。

(3) 内部主体

複室両袖型の横穴式石室である。南側の斜面に

向かって開口し、主軸をN1・£ にとる。墳丘、石

室ともに遺存状態は良好で石室は天井部まで完存

し、調査時にはすでに開口していた。

玄室平面形態は選定した石材のため前壁側がや 一E 

や狭くなるが長方形を意図しており、前室は幅広

の長方形で、羨道部を連接する。

規模は石至全長6.0m、玄塞は中央長2.4m、中央

幅1.95m、天井高2.5m、前室中央長1.05m、中央

幅1.60m、天井高2.0mを測る。奥塁は腰石に

l.8Xl.4m程の石材1石を横位に配し、その上に

長さ50~70anの柱状石材を3段から 4段横積みす

る。左右側壁の石積みは類似するが、腰石に2.3X

I.Om程の横長石材を 1石横位に配し、その上に

奥と同大の柱状石材あるいは方形石材を5~6

段積む。奥壁、両側壁の石材とも大きさはそろっ

＼
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Fig.IS S TOOi古墳天井石 (I/60) 
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都谷遺跡

ておらず、隙間に小石を詰め込むなど目地も通らない。奥壁、左側壁の腰石は内傾しており上

方の石積みも腰石の傾斜に沿って持ち送られている。右側壁腰石は垂直に立っており 3段目か

ら持ち送られている。玄室天井石は 2X 1.4mの扁平楕円状石 1石を架構する。

玄門邪は右袖石にl.2X0.5m、左袖石に1.5X0.8m程の石材を立てる。左袖石は面とりされ、

角ばる。左袖石はその上から右袖石はその上に 1段積んで隕石を架構する。床面には枢石を配す

る。玄門幅0.75mを潟る。

前室左右側璧は腰石およびその上方の石積み共に横長石材を横位に積み上げている。前門袖

石は玄門袖石よりやや小ぶりで IXO.Sm程の柱状石材を立てる。この左右袖石の上に 2~3

段積んで径1.6m程の祖石を架ける。これら玄門梢石と前門相石に前室天井石を架構する。その

ため前室天井部は玄門、前門より高くなる。前門幅0.8mを洞る。

羨道部はとくに大きな石を用いず、乱雑に積み上げ、羨道天井部は前門梢石が兼ねる。

閉塞施設は前門裾石を根石として、板状石で前門に蓋をしたような形となる。この板石と狡道

天井部の間は70an程空くが、本来密封されていたのだろう。

(4) 出土遺物

須恵器 ・土師器 ・鉄器・装身具などが出土しているが須恵器・土師器はそのほとんどが慈道

から、鉄器 ・装身具は前至および廷道からの出土で玄室内出土は杯蓋 1点のみである。茎道か

らの遺物出土状況をみると地山面直上出土の土器群とそれから約!0~15cm浮いて須恵器壺、 隧、

転石 2石とその上から耳環が出土しており 、これら 2つの出土面を追葬面とするならば2回の

迫葬を想定できる。しかし磁を見る限り型式差がなく 2回の追葬はさほどの時期差を示さない

と考えられる。

須恵器

杯蓋はC類(39、40)・D類(41)、杯身もC類(44、45、46、47、48)・0類(49)がある。 D類は杯蓋・

身とも 1点づつと少ない。 44、45は器壁が厄＜底部調整も雑である。 41、49はヘラ切り未調整．

42、43は宝珠つまみ付き蓋で有蓋高杯の森とおもわれるがセットになるような高杯は出土して

いない。 50、51、64は高杯で50が長脚高杯の杯部で櫛描き波状文の下方に櫛描さ列点文を施文す

る。 51は短脚高杯の脚部。 64は赤焼きの須恵器。 52、53、54、55、56、57は嵐。 52、54はとくに形態、

施文が類似、ともに胴部内に穿孔時の粘土塊を残す。胴部の施文が52は櫛描き列点文で53はヘ

ラ描き斜行文という違いがあるのみである。 53は訂部がはる。 52、53、54、55とも胴径が8.2~8.4

cmとほぼ同じである。 56、57は恩の口緑部。 58、59、60、61は壺。 58、61は口緑部を一部欠くものの

ほぼ完形である。どちらも形態は似ており、丸底で最大径が上位にある胴部に外反する口顆部

がつく。 58の器高22.0cm、61の器高25.6cm。60は広口壺の口縁部。 62、63は提瓶。 62は胴径26.4

cmと大形である。どちらも頁部に把手を付けるが欠損しておりその跡から62は二m,こ環状把手
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II. 古坑時代の遺構 と 遺 物

Tab.5 S TOOi古墳出土土器一 覧表
（ ）は襦定

F CIIPL号奮号）り 出土地点 認 讀 法量cm 形感 ・調聾の特徴 色震 焼成 只写遠真物登登鯰緑奮書9号

21-39 $TO! 匹 0径 (12.2)
天井繹約2/3{iif転ヘラケズリ． 灰黒色 ff iill 

85·38•3 
CPL.43) 嵐道床面 （須恵器） 醤高 3.8 900380 

一ヽ0
STOI 四

0径 03.0)口縁薔約1/4残r;. 灰色 やや良 邸-384<
墓這床面 <ml!!IIII) 

ー41 STOI 杯董 口径 9.6 天井郎へう切り 戴し未翼蟄◆天井舘
か橙色 青通

お•3852

(.)  玄室床面＇ （須恵器） 器高 1.9 1こヘラ記丹あり.'/j,:焼き． 910417 

-,2 STOI 蓋 口径 13.S 立昧つまみ付さ．天井鵠約3/4回転へ
灰黒色 良好

8ふ諏8
(. ) 墓ill床面 （須恵lilt) 器高 4.0 ラケズリ． 90038[ 

ー43
STOI 蓬 宝珠つまみ付8。天井部l§JEヘラケ

灰色 仔過 邸べ渇<7
属這床面 （須息醤） ズリ。砂位を含1.1,

―“ STD! 旺
口11¥(12.0)

絡-384S
(.)  夏辺輝 （須恵醤）

1111高 3.8 底隠は織なヘラケズリ．四壁は厚い。 灰白色 不 R
901273 

たらあがり鼻，9

- •S STOl 杯9
口(!(10.8) 

窮郎tが~l!l. 漏整不朋障．構壁は厚 85・3835 
( .)  墓道床面 （須恵醤）

器高 3.8 
＜砂粒を含む。

灰白色 不良
90127• 

た，，あがり員1.2

-46 STOI 杯9
口径 10.4 

85-3834 
( .)  蔦這床面 （須恵喜）

器高 .ヽ2 底部約Z/3回転ヘラケズリ． 灰黒色 静通
細 75

たらあが9篇.a

ー◄1
STOI 杯 口径 01.<)口縁部）1/叩．体郡にヘラ紀号あ

灰色 惰通 85-3846 
墓這床面 （須恵1111) たらあ伍9畠0.9り．

-48 
STOI 杯身 口径 01.0)受部とたちあがりの填に沈織あり．

灰賞色 曹通 邸ー珀 9
墓辺床OO （須恵霧） たらあがり貴l.l受部は上力にのびる。

ー◄9
STOl 杯身 口径 00.0)

底部へう切り未躙霰． 控褐色 壼通 85・ 細
胴室哩土 （須恵彗） 11!1高 4.0

-so STD! 高杯
口伍 (12.8)

高杯杯謡、体部に鬱襦波状文と鸞続
灰色 静 通 邸-3842

軍道床面 （須恵Ill) 列点文を篇文．

-51 
STOl 高杯

庭往 (I0.8)紺舅I高杯祁。 灰色 贄通 おく碑
墳丘慮土 （須恵醤）

-sz $TOI 嵐
口径 (11.2)!lllllllに二条の沈線、 胴llllに二条の沈

記ぺ渇37
(.)  墓辺床面 （須恵霧）

彗高 14.2 織、その間に鬱摺列点文を轟す．尉 灰 色 賣過
900407 

胴径 8.2 圏内に”孔時の粘土環残存．

-53 STOI 皇
頸1111にヘラ描さ遅練糾行文を二段に、

邸-3838
胴径 8.4 胴n聾に二条の沈線閲にへ9錨さ遷 灰白色 養過

(.)  墓遭 臼 （須恵器）
続斜行文を謹す．

900.l17 
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（ ）は撞定

F(iP箕L・Ilil号H） 出土地点 器 楓 法 量an 形饗 ・凜霰のr.JIII 色鯛 燒成 り閑唱閉？

21-5" STO! lit. 
口径 12.I 影懲ll52に頑似厨諮にヘラ撞〇斜

85-3839 
雲高 13.8 行文庫文。胴郎内に”孔時の粘土lJll灰色 行通

(PU3) ぶ辺床面 （須恵1111)
胴ll¥ 8.2 残存．

9003i8 

-≫ ● 事 STO! 嵐
9勇径 8.4 

庇郭は平坦、胴圏中位に二条の沈緯
灰白色 行通

8 双I;&
(.)  墳丘盛土 （須恵1111) 間に鬱緬JIJ点文を籍文． 如 l

-56 
STOI 嵐

0径 11.0 頸部に櫛罐波状文を庫文． 灰 色 晋通 誌-38◄ 1
“這床面 （須恵温）

-51 
STO! 嵐

口径 (12.0)口紘部で屈曲する． 灰色 行過 おぺ迅40
贔辺匹 （須恵齢）

ー誌 STOI 壺
ロll(13.2) 

胴部最大程は上位にあり丸底である。 邸•4744

(.)  蔦辺床面 （須恵1111)
器高 22.0 

尉部内面に同心円文タクキあり．
灰白色 不只

900,96 
胴径 11.8

-59 
STOI 壼

Dほ (18.8)口縁瑞部は、断面白影状におさめる．灰色 得通 駁・3855
墳丘盛土 （須1111)

-60 
STOI 壺

口径 (29,1)ロ匹ftllltffii取りされる。 灰色 ，，，通 邸-3857
l/1丘経土 （須恵1111)

22-61 STOI 豆
ロt翌(18.2)胴部最大t姜は上位にあり丸底である

託・3836
器滋お.6胴部上年毎力+El、下キ饂格子目状 灰色 やや良

(.)  漏辺床面 ぽ1恵器）
騎径 23.8 ククキ．胴榔内面同心円文クタキ．

901270 

-62 STOI 提瓶 “諮郎に二鳳血の,,e訳q;そは文のがカ間つ. .. !IIに11＜．蘊の畢ヘ列ち｀-点郎へ~印IOI文9潤嶋をさ 鉛,-38i6

胴往 26.< 灰色 やや良 901271 
(Pしく•> 蘊這床面 （須l!lW

9012n 

―“ S 1・01 拠瓶 日郎に角状把手がつ＜．尉郎鋼面に
邸-3877

(.)  層導環土 （須恵器）
嗣I}. 13.8 

カキ目．
灰色 抒通 900謁？

900388 

“ 
STOI 高杯 漏杯脚部．細母内面にしぼり痕あり

か橙色 惰通 邸・38N
墓辺床面 （須恵1111) 赤焼き．

―“ STOI 高杯 漏杯脚部。隣褐部は外に大きく広が
赤阻色 費通

85-3875 
(.)  “這床面 （土師器） る． 裏部ク テ方臼へ9 ミガ~. 蜘 386

-66 STOI illiff 
嘉杯杯郎.If鑢下半は内濱．中位で

85-3878 
(II) 屑溝壇土 （土師器）

0往勾.. 屈曲し外反しつつたちあがる．内外 11<1!1色 賛通
幽函

面ヘラミガ~. 丹煉ry.

-67 STOI 高杯
口径 17.4 

硲杯杯部杯隠中位で屈曲し外反し
亦橙色 舒過

85・3873 
(.)  墓床面 （土飢iilll) つつたらあがる。内外面ヘラミガキ． 900385 

STOI 高1f
高呼菰砂邸で 屈 曲 し 、 口縁感

-68 
崖這床面 （土師濶）

口径 13.8 は外上方にしかって直線的にたちあ 雰n色 青通 85-3879 

がる．
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II. 古墳時代の遺構と遺物

こ 39 こコニ40 ~ 41 

ご 42 ,,,,...--玄~-- 43 ~ 4 

~ 45 ~ 46 て一1 C¥.. 

F=F=}48 定エフ~9
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＇：・ 

己》"t..'\~-~ 

亡〖59

← ニ
Fig.21 S TOOi古墳出土須恵器 (1/4) 
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Fig.22 S TOOi古Jf!出土土器 (I/4) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

-[] ゚ 0 
I I 
c9羽 @ 989 

~71 

ぐ〗 ゜
j - ~73 I 

• 990 

e 69 

゜
San 

Fig.23 S TOOi古墳出土鉄器 ・装拉具 (I/2) 

を、63は角状把手をつける。 62は胴部に 5条の沈線、その間にヘラ描き斜行文、櫛描波状文、

櫛描列点文を施文。胴部背面はヘラ描き文を 3頂に施す。 63は胴部廿面を欠損、特に施文はな

＜側面から前面にかけてカキ目調整を施す。

土師器

すべて麻杯。 65は脚部、 66、67、68は杯部、 65は脚鋸部で、 68は杯体部で屈曲するなど古式

の形態を残す。 66、67は口径の差こそあれ形態は類似する。 66は内外面丹塗り。

鉄器

鉄鏃(69、70)69は玄至埋土と前室埋土出土のものが接合、圭頭式で両丸造。 70は斧箭式、鉾

先はやや丸みをもつ。

弓付属金具(71)片方の頭は球状であと一方の片頭は半球状．全長3.0an.

把元金具(72)内面に木質残存、刀身は出土していない。宮西ST02古坑に類例あり。

不明鉄器(73)前庭部黒色土から出土、スプーン形で表面は銹化し緑背がふく。全長3.0an。

装身具

耳環(988、989、的0)988、989は前室、 990は墓道出土。 988、989は鉄地銅張り、 990は成分分析

結果は銅。

2. S T002古墳

(1)概要

調査区の西側に位位し、本墳から北へ約15mで概高7m上にST016古墳が、西へ約15mで

ほぼ同じ標高に ST007古墳が、南東約20mで標高2m下に ST007古墳がある。墳丘、石室と

も遺存状態は良好で調査時にはすでに開口していた。内部主体は南東に開口する複室両袖型の

横穴式石呈で、玄立平面形態は長方形、前至は幅広の長方形でハの字状に連接する羨道部を連

接する。出土遺物から築造は小田編年IV期で、追葬はVI期までである。
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(2) 墳丘・周溝

墳丘径約10.6mの円墳である。墳丘盛土はほぼ完存し墳丘基底面からの高さ約2mを測る。

石室崩壊の恐れのため石室掘り方、墳丘基底面の検出作業は部分的にしか行っていない。古墳

構築に先行しての地山整形は本墳を区画するように地山を削り出すが、これはより平坦な墳丘

基底面を作出するためのものである。この地山削り出しの下端にそって馬蹄形溝を掘削する。

この馬蹄形溝は墳丘碁底面を全周せず、傾斜面からの流水を上方から下方に送り出すものと考

えられる施設で、断面台形で周溝幅約4.Sm、墳丘基底面からの深さ50cmを測る。

坑丘列石は玄至を中心として半径約4mで、奥壁側に半周巡らすが、これは墳丘基底面上で

はなく盛土上に配している。列石は径20~30cmの転石を4、5段積み上げるものであるが、部

分的に大形石材も配している。

(3) 内部主体

複塞両袖型の横穴式石室である。南側の斜面に向かって開口し、主軸をN2s・Eにとる。墳丘

石室ともに遺存状態は良好で石室は天井部まで完存し、調査時にはすでに開口していた。

。
IOm 

Fig.24 S T002古墳墳丘 (l/250) 
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晉 tt,...,.. 

玄盗平面形態は前墜側がやや広

くなるが長方形で、前室も幅広の

長方形で羨門にむかって平面ハの

字状に開く羨道部を連接する。規

模は石室全長6.55m、玄室中央長

2.4m、中央幅2.05m、天井高2.5

m、前室中央長0.6m、中央幅2.4

m、天井i¥'lil.7mを測る。

本墳は東十郎古墳群に特徴的に

みられる複室両袖型横穴式石室と

石室平面形態、企画などが類似す

る。それは、他の複室両袖型横穴

式石室の前哀平面形態が正方形、

あるいは長方形であるのに対して、

本石至の前至は平面幅広の長方形

であることなどが特徴的である。

また、平面ハの字に開く前庭部、

前庭側壁をもち墳丘も比較的大形

であるという点も特徴としてあげ

られよう。東十郎古墳群と大木川

をはさんで対岸にある深底古墳群

（「新農業構造改善事業関係埋蔵

文化財報告密II」8栖市教育委貝

会1984)にも東十郎タイプの石室

がみられ本項を含めて複室両袖型

横穴式石産のなかで一つの型式設

定がでさると考えられる。

奥壁は腰石にl.9X2.0m程の

巨石一石を配し、その上に径

0.7~1.0m程の横長石材を 2段

積み上げる。左右側壁の石積みは

類似しており、腰石に1.5~1.0m

程とやや小ぶりの石材2石を配し

‘‘, 

゜
2m ｀
 

Fig.26 S T002古墳天井石 (I/60) 

-54-



S/ 

°" 

上•舒

＞
 

r
11 7
4
.

0
0
m
 

。
2m 

L=72.80m 

Fig.27 S T 002古墳石室 (I/60) 



都谷遺跡

‘、'

0
0
 

12

⑤

Q

5
 

゜
＠ of ー

。
Im 

Fig.28 S T002古項前庭部遺物出土状況 (I/20) 
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，
 石室

。
2m 

Fig.29 S T 002古墳墳丘列石 (I/60) 

その上に横長石材を 4~5段積み上げる。奥壁腰石は巨石であることからも床面に対して垂直

に立てその上方石積みから持ち送る。左右OO壁の腰石はやや内傾化しその上段石積みからさら

に内傾化し持ちおくる。玄室天井石は径1.7mの平面円形の扁平石）石と2.4X0.7m程の横長

石材を架構する。

玄門部は左右袖石にl.2XO.7m程の柱状石材をたてその上に横長石材を 1段積み、さらにそ

の上に楢石を架構する。この楯石は大形石材であるため前室の天井部も一部兼ねている。床面

には厖石を配する。玄門幅0.9mを測る。

前室左右側壁は腰石にl.1X0.6m、0.9X0.5m程の柱状石材を縦位に立て、その上に径0.7m

程の横長石材を横位に積みさらにその上に小ぶりの転石を積み上げ天井石を架構する。この天

井石は径1.7mほどの大形石材で羨道部天井石も兼ねている。前門左右袖石は羨道部左右倒壁

を一部兼ねており、その上方に 1~2段横長に積み上げる。

羨門右袖石はl.4Xl.Qm、左袖石は0.9X0.9mほどの不整石材をたて、 羨道部床面には羨道

部中位と羨門部に IXO.Sm程の裾石をたてる。前窒床面には径20onほどの転石を部分的に敷

くのに対して、この羨道部内の2つの桓石の間には40~50onの石材を配する。これらは閉塞石

にあたり 羨道部中位の裾石を根石として閉塞施設があったと思われる。
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II. 古項時代の遺構と遺物

(4) 出土遺物

須恵器

杯蓋はC類(74、75)・D類(76、77、78)・E類(80、81、83、84、85、86、87、88、89)、杯身もC類(91、

92、93)・D類(94、95、96、97)・E類(98、99、100、101、102、103、104、105)がある。杯蓋 ・身とも E

類がもっとも多く小田編年VI期の追葬時に多くの土器が副葬されたことが扇える。

74は器高4.4an、75は器高2.&mと違いがあるが復元口径は12.4、12.&mとほぼ同じである。

76は赤焼き、 97も同様赤焼きで口径もほぼ同じで、76、97はセットであろう。 77、78は杯壺とし

たがセットになるような杯身が出土していないし逆にほぼ口径が同値である杯身94、95、96、97

のセットとなるような杯蓋も出土していないことから77、78は杯身の可能性もある。79は短頸

壺の蓋。80、81、82、83、84、85、86、87、88、89は杯蓋でかえりがつき口径ll~l2cm内外である。86は

乳頭状つまみ、 87、88、89は宝珠つまみが付く。 90はかえりがなくなり口緑端部を垂直に屈曲す

る。杯蓋の中ではもっとも新時期であるがこれをも って最終追葬時期とするには 1点のみの出

土であり資料不足である。羨道出土。 91~105は杯身。 92、93では器高9こ違いがあるが口径はほ

ぼ同じ。 94、95、96、97は口径9~10cm.98~105は高台付き杯身。

D類は最も小形化が進行した時期のもので蓋にはかえりがつき、杯身は底部が平坦でたちあ

がりがないものとしたが、本墳のD類のよう に小形化が進行している一方で杯父のたちあがり

が残存する形式もあり D類には2形式の杯蓋 ・身を考えなければならない．

106は店杯、長脚二段三方透かし、脚部中位と鋸部に 2条の沈線を施す。 107、108は高杯、 107

は長方形の透かしを一方にいれ、脚部中部から杯部に径5mmほどの孔が貫通する。 110、111は

鼠、112、113は短頸壺。 114は壺で口頸部を欠き本来の器形は不明。115は壺の口縁部。 116は甕、

顆部に櫛描き斜行文を施文。墳丘出土。この他に図示していないがほぼ完形の甕100(器高48.5

an、口径22.5cm)が瑣丘内から出土している。遺物を早く取り上げたため出土状況など分から

なくなったが墳丘祭祀にかかわる供献土器の可能性が強い。 117、118は平瓶．

土師器

109の高杯1点のみ。脚部中位に 2条の沈線を施す。須恵器模倣。

鉄醤

鉄鏃(119、120、121)119はJll!扶三角形式で120、121は頸部。すぺて玄室出土。

鉄斧(122)袋部を有し日がつく 。全長7.3cm、刃部幅4.4an、袋部内径2.9X 1.0cmの長方形。玄

室出土。

弓付属金具(123、124、125)123は全長3.0cm、断面径5mm、124は全長3.lan、断面径5111l、125は

やや小形で断面径3mm。玄室出土。

鞘尻金具(127)全長4.Son、断面楕円形で内側に木質付行。玄室出土。

鎚 028、129、130)いずれも断面長方形、玄庭出土。
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刀子(126)茎 部 で木質付若。玄室出土。

不明鉄器(134、135、136、137)このほか寛永通宝 5枚が出土。

鳥具

131、132は鐙本体 。側板は菱形で2ケ所 に 鋲 を 打つ。全長9.1cm、幅5.7cm。133は絞具、全長7.3

cm、最大幅5.1cm。側板に 2本の横棒を連結する。

Tab. 6 S T002古墳出土土器一覧表 i)は雌

F,it毘り 出土珀点 雲 種 法 鼠 " ' 彩鱈 ・鯛整の持復 色置 焼成 襲写遣真扮曼E絨鯰暑書号号

30-7ヽ S 1'002 匹 口径 (12.4)天1F郎約UJ回転ヘラケズ，}o砂粒含
灰色 費通

86-101 
(PL.45) 墳丘表土 （須恵認） 磁寓 4.4 I.I, 9004お

ー75
ST002 杯 口径 (12.8)

天井邸¥-1Z/3臼転へうケズリ． 灰色 ，It通 訳i-710
層潤壇土． 僑1恵器） llllillf 2.8 

一76 ST紐 杯葦 口径 00.8)天井郎ヘラ切り朧し、未躙蔓．赤燒
赤褐色 曹通

邸-n1
(JI) 贄色 （須恵彗） 切高 3. ヽ $。 97とセッ 1-. 900490 

-77 ST002 匹 口径 9.0 天井郎ヘラ切り重し、未躙整．杯9
灰白色 曹過

85-: 碗

( I/ ) 侵黒色土 （須恵器） 器高 3.0 の可能性あり． 勁 317

-78 
S 1'002 杯董

口径 (8.8)
逆転査｀かえりは短く直立する。天

仄白色 行通 邸-;os
罵辺 （須恵器） 井邸は、カキ目状調整が謹される．

-79 
STOOZ 董 口径 (8.2)天#1111調整不明耀．天井郎は平坦で、

灰黒色 やや只 邸・708
羨道堰土 （須恵笞） 召高 2.3 内湾しながら0緑瘍へつづく．

-so STOOZ 匹 口径 10.9 天井置カキEl鯛菫．かえりは短く太
灰黒色 粁道i

紡-716
( I/) 閑笈埋土 （須恵雷） 器応 (2.6)ぃ． 如 89

-81 
S TOOZ 杯董

口往 (11.2)
天井郡ヘラ切り鴫し未調整。かえ り

灰褐色 甘過 85-3釦
玄窒埋上 （須恵蒻） は短く太い。

ー82
ST002 杯董

0径 (11.2)
天井郷約2/3回転ヘラケズ，）•かえり

灰白色 詈通 85-3695 
石皇内壇土 （須恵器） は短（太い．

-83 
ST002 杯蓋

口径 (12.0)かえりは短く太い．赤燒む 橙褐色 刊通 8$-3690 
石窟内壇土 （須恵器）

-84 
S T002 杯量 口往 (11.2)宝珠つまみ付~-天井闇から体闇に

睛灰色 やや良 貶 3697
玄窒撹土 （須恵器） 醤高 3.2 かけてカキ目潤整を靡す。

-85 
S T002 杯董 口佳 (JJ.O)宝珠つ皇み/H,天!fl撃カキ目調整．

赤橙色 惰通 邸-3693
玄室埋土 （須恵器） 苫高 2.3 紐さ．

ー邸 ST002 四 口往 11.2 乳頭状つまみ付む静止ヘラケズリ．
灰色 丹過

86-113 
( . ) 前宜埋土 （須翠器） 雲高 3.4 かえりは退化して断面三角形． 9004邸
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II. 古瑣蒔代の遺構と遺物

（ ）は撞定

fIllPL・ I匿引奮り 出土地点 器 檀 法量a 影懸・貫整の持徴 色賓 焼成 唱閑閉？

30-87 
ST002 

杯董 口径 12.2 Si;-3817 
(PU5) 

羨辺右壁
（須恵醤） i11高 2.<

宝珠つ広み付さ。かえりは粗（太ぃ．灰貨色 惰通
90021l 

ぬ2

-ss ST002 杯葦 口径 02.◄) 宝珠つまみ付さ．天井部約2/3回転へ
灰色 普過

邸ー71'
(. ) 侵這鼻色土 （須恵霧） 器高 3.4 うケズリ． 蜘ヽ81

-89 ST002 杯蕊 口径 (12.0
宝珠つまみ付さ。かえりは頑く太い， 灰貿色 膏過

邸ー715
(.)  羨這涅土 （須恵器） 器嵩 3.2 如 88

-90 
ST002 杯蓋 口径 (16.0)かえりはなく、口縁態郭は垂直に屈

灰色 抒通 肪・712
負道●色士 （須怠器） 醤高 2.0 曲する．砂校を多く含む。

-91 
ST002 杯身

たちあがり裏1,6たちあがりは内傾し、編部は丸い． 灰色 曹通 邸-106
凩溝付近 匹 1111)

-~ STOOZ 緑
口径 11.0 

邸-701
(II) 墳丘表土 （須恵器）

磐高 4.2 庭部約1/3回転ヘラケズリ． 仄褐色 青通
900483 

たらbがり貴1.2

-93 ST002 杯
口径 10.7 

底郡1:1平坦。 蝕転ヘラケズリ。底郁 訳 702
(I/) 墳丘表土 （須恵器）

器illl 2.6 
にへう記号あり．

灰貧色 詈通
蜘↓84 

たらあがり冨，9

ST002 杯g 口往 (9.4)

→ヽ
墳表土 匹器）

醤渇 (3.0)底郭ヘラケズリ． 灰色 青過 86-703 
たらあがり勘9

ST磁 杯身
口径 10.6 

-95 
墳丘表土 （須恵器）

雲高 3.0 冦部へう切り霞し未調整． 灰 色 静過 86-704 

たらb~り~-8

-96 
STOOZ 

杯
Cll 9.2 

85・3820 
(,,) 羨這左壁

（須恵器）
冨嘉 3.6 寇廓へう切り痕残る。ヘラ記Bあり．灰色 行過

900368 
汝 4 たらあが9勘.1

-97 ST002 杯“
口径 9.3 庭縁躙整不明算．たちあがりは低く

86-718 
(II) 棗遁鼻色土 （須恵器）

1111高 3.2 内傾する．射鋏澳．妙泣含む,16と 赤控色 不良
蜘ヽ91

たらあ~·勘ふ セット

-98 ST002 ll'/J 口径 13.S 
高台付き。高台は褐広がり． 灰色 抒過

邸-no
(.)  羨遍鳳色土 ぽ恵器） 醤高 4.6 如 93

―” 
ST002 杯9 口径 12.• 高台付さ• 高台,:裾広がり• ヘう記

灰色 -lf 通 86-m 
羨這壇土 （須恵器） 器高 4.4 号あり．

・100 STOO? ff身 口径 13.0 高む付!.嵩台蟷部は面とりされる．
赤褐色 抒通

86-721 
(/I) 前窟壇土 （須息器） 器 冨 ヽ.0 赤燒き。 畑 9<

-101 
ST磁

杯 0径 13.9 85・3818 
(PL.46) 

羨迅右雙
（須恵器） 1111高ヽ.3

高台付e. 灰白色 青通
900畷

No 2 

• 102 ST磁 ff~ 口径 13.0 
冨t付さ・高台部は短く直立気昧・ 灰黒色 やや良

邸・719
(. ) 削室嗅土 （須恵器） 1111嘉 ◄ .3 幽 492
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（ ）は僅立

F(laPL-M暑引H 出土地点 器 糟 法量(D 影態 ・躙霰の特徴 色讀 焼成 県写遺真物鷺登録給嘗蓄号号

30-103 
ST002 呼 高古付さ．高台部は“立し、疇部は

灰色 やや只 鈴・723
墳丘衰土 （須追闊） 外にはねる。へう記分あり．

・10< 
ST002 杯身 高台付~- ,Qj台1バ術とがりで、瑞謡

灰色 やや良
お・36緯

玄窒衰土 （須恵器） は面とりされる。 900318 

-105 
ST如 杯g 高台付き。高台蝠郎lilliiとりされる。

赤橙色 費通 35・ 碑
玄室壇土 （須恵器） 赤き．

31-106 
ST002 高杯

託径 03.0)
J~ 騨ー印＝方透かし．細郷巾位と褪

灰黒色 t!- 通 邸-IOZ8
lill溝哩土 (JIIJl!IIII) 郎に二条の沈線はいる．

-107 S T002 高杯 口往 (I0.0)
長万形の透かしがーカのみ入り、農｝

邸・1030
苺中から杯聾に径・-の穴があ＜． 灰黄色 青通

<PL.46) 墳丘衰土 （須恵器） 醤高 10.6 
脚llll中位に 2条の沈鰈◆

900氾

-108 ST002 高杯 口11 8.2 汗部に3条、 脚郎中位に2条の沈線
灰色 惰通

86 10お
( 、I) 墳丘表土 （須恵器） 醤高 9.0 がはいる． 900磁

-109 
STOOZ 石杯

11!11部中位に 2条の沈線が11いる． 赤褐色 不 R 邸・1027
墳表土 （土師器）

-110 ST002 凪 口径 (ll.0)口頸部は、外反しつつ9ッパ状に開
灰色 やや良

86・1031 
(/I)  墳丘表土 （須恵器） 器高 13.2 （．馴下半Ill!ヘラケズリ． 900漆

-Ill ST002 嵐 口径 00.0)頸部は、外反しつつ口縁郡で屈曲し
灰色 曹通

86・1032 
(")  墳丘表土 （須恵器） 器高 12.0 内寓する． 蜘澤

-112 
ST磁

短壼 0径 7,0 鰻大径が上位にある胴簡1こ別い口縁 85-3819 
(PL'7) 

羨這左壁
（須恵119) 磐高 ••• 部がつ<.JI慕にヘラ記号あり。

灰色 静通
900367 

池 3

・113 ST002 短豆 口縁部を欠失する．胴下半部はヘ；；
灰色 曹遁

邸・1034
< p)  隅辺 （須恵器） ケズリ．上半墨ItカキEl調整． 900507 

• 114 ST磁 壺
口頸部を欠失會庭部はヘラ切り鴫し， 灰鳳色 不只

邸ーl()(l.l

（ヽ／） 隣窒壇 （須恵1111) 900508 

・IIS 
ST002 壼

口径 (11.6)口縁隣割9よ丸くおさめる． 灰累色 弓過 邸-1033
墳丘表土 （須恵器）

ST002 甕 口径 34.8 
口頸部はラッバ状に開さ、頸諮,.:へ

• U6 う締さ糾行文を籍文、外面、格子目 灰昂色 良好 邸•1006
墳丘表土 （須恵器） 塁高 61.6

ふぅ．内面同心円文ククキ．

-117 ST碑 平原 胴節最大径は中位にあり、既郎It回
灰色 書通

邸-1038
(")  i，1室壇土 （須恵1111) 転ヘラケズ，1。庭部にヘラ記号あり 900額

・118 
ST002 平圧 口1至(11.4)

胴上半郡はカキロ調整． 灰色 青過 邸・1037
項丘表土 （須恵1111) 鉗;ig(l6.3)
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3. S T003古墳

(I) 概要

II. 古墳時代の遺構と遺物

調査区の南側に位ばし、 STOOl古墳周溝と切り合う。東方15mにはほぼ主軸を同じくするS

T004古墳が、北方7mにはST006古墳が、南方7mにはSTOOS古墳がある。墳丘、石室上半

部は削平を受ける。内部主体は複室両袖型の横穴式石室で、玄室平面形態は正方形である。出

土遺物は少ない。築造は小田編年1V期で、追葬はVI期まで。

(2) 内部主体

筏室両袖型の横穴式石室である。 墓道は南側に築造されるSTOOi古墳周溝と切り合う。主軸

はN22"E。墳丘および石室上部構造を欠失する。

玄室平面形態はほぼ正方形で、前立はとくに左袖石がしつかりしていないため形が整わない

が長方形を意識している。羨道はとくに連接せず前門袖石の横に羨門袖石をたてる。

規模は石室全長4.2m、玄室中央長1.9m、中央幡2.25m、前室中央長0.65m、中央幅1.4mを獲る。

奥壁は腰石にI.IX 1.2m、J.0X0.7m程の割石2石を配し、その上に 1~2段、径70on程の

転石、割石と隙間に礫を詰め込む。左右側壁石積みは類似しているが、右憫璧膝石は2石、左

側壁腰石に3石横長石材を横位に配し、その上方に2~3段の石積みが残る。選択した石材が不

定形ということもあって目地も通らない。玄門部は左右袖石にl.OX0.5m程の柱状石材を縦位

に立てる．玄門幅はI.Imを測る。前室左右側壁はさほど大きな腰石を使用してなく0.7~0.4m

程の横長石材を乱雑に横位に積み上げる。

前門左右袖石も玄門袖石と同大の石材を立てる。前室は側壁石積みが雑で玄門、前門袖石を

立てることでつくられる。羨門部は前門袖石の横に0.9X0.7m程の不整石材を立てる。

石室床面の床石は撹乱をうけ残存しない。椙石もない。

(3) 出土遺物

須恵器

杯蓋はE類 (138、139、141)・杯身はC類(142)がある。 E類、 C類ともそれぞれセットにな

る蓋・身が出土していなく D類もみられないのは後世の撹乱などによるものであろう。 1雄、 139

は杯蓋、 宝珠つまみ付きでかえりもつく。 141は宝珠つまみはなくかえりはつく。 140は宝珠つ

まみはつくがかえりは完全に退化している。 140と同形式の杯蓋がST002古墳(90)で出土して

いるがこれらはE類より一段階新時期に位置づけられるもので田辺編年TK48~MT21に対応

でき、 7C末~SC初の年代を与えられるであろう。 140は羨道埋土出土であるがこれをもって

本墳の最終追葬とするには 1点のみの出土で資料不足であるがST002古墳とあわせ考えて少
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11. 古墳時代の遺構と遺物

なくともこれらの古項にたいして甚前祭祀なり何らかの働きかけがあったことは間違いないだ

ろう。 142は杯身、玄室出土。口縁部約1/6の残存でたちあがり高が1.5cmで他のC類杯身のたち

あがり高がIcm内外なのに対してやや高めである。この142が本墳の中ではもっとも古い時期の

土器であり、築造時期を示す土器となろう。 143は平瓶、口緑部は玄室出土で、羨道埋土出土の

胴部と接合した。 144、145は平瓶か横瓶かの口縁部と考えられる。

土師器

146の小壺 1点のみ、石冦、秘道などからでなく ST003古墳周辺の地山からの出土である。や

や大形であるがST006古墳で類似した土器が出土している。手づくね。胴部は卵形で外にラッ

バ状に広がる口頸部がつく。胴部外面ヘラ削り。

鉄 器

鉄鏃(147~153)147は斧箭式か圭頭式の鏃身部。 148は関部は明確につくりださず鉾先は尖る。

149~153は小形柳葉式か緊箭式の類部、茎部。

刀子054)刀身のみ、玄室出土。刀身幅I.0cm. 

手 138

乙ニニ5""~141

~ ー 139 ~ ~ 140 

~42 

｀ 
"'ロt¥lls、0 20cm 

，旦 ．． 綱
鼻

u
・

。
5cm 

Fig.34 S T003古墳出土土器 (I/4) 
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都谷遺跡

閑t::i号 出土地点

ST003 
34-138 

羨道壇土

-)39 ST003 
玄室壇土

・140 
ST003 
霰辺埋土

-141 
STOOJ 

費道週土

・142 
S TOOJ 
玄室理土

-1,3 
ST003 

玄窒壌土

-144 
ST003 

羨道鄭

-145 
S T003 

玄高煙土

・146 
S T003 

員辺IA畏土

4. S T004古墳

(1)概要

凶 糧

杯葦

（須恵器）

匹
（須恵器）

杯蓋

（須恵器）

ff董
（須恵器）

杯身

（須恵器）

平蔽

（須恵醤）

平飯

（須恵彗）

平康

（須恵醤）

壼

（土的鎧）

Tab. 7 S T003古墳出土土器一覧表
（ ）は攪定

法 aoa 影應・胃整の特徴 色舅 111. 成 鵬巧遺真笏豆覺鍼鰻壽書号号

口狂 12.9 
出鰈つ拿 ~,.t,t さ• かえりはm<口縁

肪-1007
鑽蝙より内鋼• 天井-Ill回駈へうヶ 灰 色 曹 ii!I

馨高 2.6 
ズ"

900500 

口径 (13.6)宝珠つ土み(,Iむ 天#Ill約3/4回転へ
灰白色 糟過 邸・1011

蒻高 2.5 うケズリ．

口経 (14.0)宝珠つまみ付き。天井繹1:1窪み体鑢
灰鳳色 冒過

86・1009 

Ill高 1.8 q, 位で紐曲する．かえりなし． 901275 

ロ後 (l<.O)
口縁郎約11,残存。かえりは、 口縁灌

灰白色 青通 86・1008 
部よ り外劃にでる．

口位 (12.0)たらあがりは内傾し、 受郎はやや外
灰色 芍通 86・1012

たらあが9裏u 上力1このびる．

口径 (6.7)口順鄭は、 ラッヽ屯に開e、舅鄭は
灰黒色 苔過

邸・1010
器高 12.9 肩が11る。 口縁郭内面ヘラケズリ． 900501 

0径 (7.2)
平瓶の口縁部と思われる。口縁着紀

灰色 骨通 邸・1016
は内湾気味。

口ほ (10.2)
平瓶の口縁部と思われる。口縁箪蜀

灰白色 そ通 邸-1014
は内膏気昧。

口径 6.0 手づく ね、卵影の騎置に外反する頸
褐色 静通

狐-1019

器高 6.8 郭がつく ． 900502 

調査区の南東部で丘陵の東端に位置する。本墳の東は急斜面になり一部削平を受ける。西方

!SmにはST003古瑣がある。墳丘盛土、石室上半部は削平を受ける。内部主体は複室両袖型の

横穴式石室で前室を明確に作り出さない。前至、羨道1こかけて鉄器、馬具が廷道、周溝から多

くの土器が出土した。築造は小田編年IV期で、最終追葬を示す土器は 1点と資料不足であるが

VI期までか。

(2) 墳丘、周溝

周溝外径約18mの円墳である。周清の東側半分および墳丘盛土は削平を受ける。周溝断面は

浅い逆台形で、周溝幅は約2.Smを測る。石至掘り方は羨門側がすぼまる楕円形で、細長い墓道

を運接する。

(3) 内部主体

複室両袖型の横穴式石室である。南側の緩斜面に向かって開口し、主軸をN40'Eにとる。墳

丘、および石室上部構造を欠失する。
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11. 古墳時代の遺構と遺物

玄室平面形態は長方形。前室は左側壁石積みがないこともあっていびつな形である。石室プ

ラン図のみを見ると一見してJ胆至両袖型にみえるが、玄門袖石となりには前門袖石を意識した

ような縦長石材を立て床面には枢石を配しており、右側壁側では玄門と前門の間に僅かに石を

挟んでおり複室を意図して構築したことが伺える。

規撲は石室全長4.3m、玄窒中央長2.25m、中央幅2.lm、前当中央長0.55m、中央幅0.9mを測る。

奥壁は腰石にl.6Xl.Om、0.5XQ.6m程の壁面を整え、互いの目地を合わせた 2石を配す

る。その上には 1~2段の石積みが残るが大きい方の腰石の上端にあわせて横目地が通る。右

側壁は腰石に1.2xo.7m、J.0X0.4m程の横長石材2石を横位に配し、その上に径50~80cmの

柱状石材を2~3段積み上げる。左側壁の腰石は3石それぞれ形状、大きさの違う石材を配し

その上に柱状石材を横位に積み上げる。

玄r・i部は左右袖石ともl.0X0.5m程の角張った柱状石材を立て、床面には桓石を配する。玄

門幅O.Smを測る。

玄門右袖石の横には石を挟んで同規模の柱状石材を立て前門右袖石とする。前室左側壁の石

積みはなく玄r"J袖石と同規模の角張った石を立て側壁と前門を兼ねる。前門床面には椙石を配

する。前室床面には径20an程の礫を敷く 。

羨門は意識した石材を誼かず左側壁側には横長石材を2段積む。右側壁も同様である。

前室、羨道1こかけて鉄器、馬具、土器などが出土した。

(4) 出土遺物

多くの須恵器が出土しているがそのほとんどが廷道、周溝から検出したものである。周溝か

らはほぽ完形の壺、 甕が5個体出土している。鉄鏃は前窒から、馬具は前室および羨道右側壁

側からの出土である。前室からも馬具が出土していることから羨道出土の馬具は本来、前室に

副葬されたものであり追葬行為などにより羨道にかきだされたと推定出来る。

須恵籍

杯蓋はC類055、 156、 157、 158、 159、 160、 161 、 162) 、杯身はC類(163、 164、 165、 166、 167、 168) •

E類(169)がある。 C類は杯蓋・身ともまとまった数量出土しているが、 D類は杯蓋・身ともまっ

たく出土していな<E類は杯身 1点のみの出土である。

155~162は杯蓋、口径は12cm前後、器高は4cm前後である。すぺて天井部は回転ヘラケズリ

で同じく天井部にヘラ記号がつく。 157と160の胎土、焼成、色調は類似し他の須恵器と呉なる。

163~168はたちあがりのある杯身。 167の口径が10.2cmと小さいが、他は大概11cm前後である。

器高は3.5~4.0cm、たちあがり高は0.8cm前後である。底部調整は164、167、1681よ回転ヘラケズ

リ、 163、165は不定方向ヘラケズリ。 163、164、166、167、168はヘラ記号有り。 169は麻台付き杯

身、底部にヘラ切り痕が一部残りあとはナデ仕上げ。 170~173は高杯。170は二段三方透かしで
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都谷遺跡

杯部中位に凸線を一条施す。口唇部内面に沈線をもち古式の特徴を残す。 171は杯部中位、脚部

中位にそれぞれ二条の沈線を有す。 174~179は息。 177、178はほぼ同じ大きさで179は小形であ

る。 180と181は台付き椀の蓋と身のセッドである。 180の蓋には宝珠つまみとかえりがつき体部

には二条の稜を有す。 181の台付き椀の体部は蓋とよく似た二条の稜をもつ。 182も台付き椀。

183、184は平瓶。 184は羨道部から馬具とともに出土、小形で天井部に二条の沈緑をもち体部は

全而カキ目調整を施す。 185、186、187、189、190、191は壺でそれぞれ形態は変化に宮む。 185は平

瓶か提瓶の胴部に外に広がる口頸部をつけ壺としている。 186は底部平坦で胴部は円筒形、同部

は丸味をもつ。 190は底部欠失し、胴下半部に格子目ふうクタキを残す。器形は186に類似する

と思われる。 187、191の胴部は球形。 187は胴下半部にタクキ痕を残す。 189は贔大径が上位にあ

る胴部に外反気味の口頸部をつける。胴部全面に格子目ふうタクキ級あり。 188、197は横瓶。

192、193、194、195、196、198は甕。 192は口緑部が碩立し頸部に一条の沈綜を有す。胎土、色調と

も他の甕とは異なる。 193~196、198の甕は口径22~23on、器高45~46cmで口緑部形態はそれぞ

れ違うものの胴部形態は類似。

土師器

199、200は高杯の脚部と杯部である。それぞれ内外面丹塗り。

鉄器

鉄鏃(201~218)すぺて前室と羨道から出土した。 201は斧箭式。 鉾先は丸みをもつ。 202~207

は両丸造柳葉腸扶式。規格化されているようで形態および大きさは鏃身長5cm前後、幅1.3cmと

ほとんど同じである。 202は全長10.6cm、203、204の全長は11.4叩と同じである。211は同形式の

頸部。 208~210は小形柳葉式。片縞造りで棘箆被、関部は鈍角である。 212~218は鉄鏃頸部で

棘箆被をもつ。

刀子(219~221)219は片関で関部は直角、全長13.6cm、身幅9mmを測る。 220は刀身、221は茎

部から刀身にかけて残存する。茎部長4.6cm. 

飾り金具(223)+字架形の金具の中央部に球状のつまみ、裏面には釘部がつく。鉄地金銅張

り。 裏面には革か樹皮痕あり。木棺などの飾り金具か。

馬具

224、225は轡。224は二連式衡と引手金具からなる。 街、引手金具とも断面円形の鉄棒の両端を

環状に回す。街の全長8.7cmと9.4cm、引手金具の全長13.6anと14.lan。225は板状立間索環鏡板

付轡。鏡板の只径7.9on、立間の長さ4.0cmで立聞長／環径比=0.50となる。坂本美夫編年(1985)

では7C第一半期。街の全長は9onと10cm、引手金具の全長16.なmと14.9cm.引手金具は先端の

円環部がやや曲がる。 226、227は鐙鞘。 2連の兵庫鎖と餃具を連結する。兵庫鎖の全長9.5cm.絞

具の全長7.2cm、幅4.8cm。228~230は餃具。231、232は刺し金か。233、234、235は鐙本体。234と235

が同一個体の可能性がある。側板は長方形で3ケ所に鋲を打つ。全長llcm、側板幅2.0cm.
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三 180

Fig.39 S T004古墳出土須恵器2(1 / 4) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物
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Fig.41 S T004古墳出土須恵器4<II 4 J 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

: : 198 

0 I' •:, 20cm 

Fig.42 S T004古墳出土土器 (1/<I)
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n. 古墳時代の遺構と遺物
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ll. 古墳時代の遺構と遺物

装身具

Fig.46 S T004古墳出土装身具(1/2)

236、237、238は耳印。すべて成分分析をしてい

る。その結果、 236は銀と銅、 237は金主体に銀浪

入、 238は銀という結果がでている。肉眼観察では

236は緑背と漆黒色部があり鉄地銀銅張り。 237は

全面金張り。 238は径l.3anと小形で耳ね以外の可

能性がある。漆黒色である。

Tab.8 S T004古頃出土土器一覧表
( ) Iれ董足

FJtfi号 出土地点 蓄 糧 法 鑽cm 影懇 ・調整の待徴 色翼 焼成 明 W

38-IS5 S T004 杯董 0径 12.4天井郎約2/3回転へうケズリ．天It-郡
灰色 やや只

邸3釦
(Pl-、8) 墓辺煙土 （須恵1111) llllil'li ,.o へう記{Jあ"・ 900395 

•Iお S 1'00ヽ 杯董 口径 12.0 天井郎約Jt,tfilEへうケズ ＇）．天 井置；
灰黒色 やや良

訳；曾3782
(II) 萬這壇土 （須恵器） 器謁 3.9 へう記号あり． 900蕊

・151 ST釦 匹 口径 (12.0)天井郎約2/3@1転へうケズリ．天井廓
橙褐色 冒過

お・3790
(.)  菖道壇土 （須恵器） 醤115 3.8 ヘラ記号あり． 900361 

・158 STOO< 杯董 0径 l?.3
天天井井部墨約へZ/う3記入分念あなり回．転ヘラケズ•） ． 灰色 曹通

絡・3883
(/I) 墓道壇土 （須恵1111) 器高 J.a 9如

・159 ST邸 杯査 □ f.ll 12.2 天井郎約Z/3l•I転ヘラケズリ．天井郎
灰色 良好

邸-377◄
(.)  墓這壇土 （須恵器） 器;q ◄ . I ヘラ記号あり。 如 5

-160 $ TOO< 匹 口径 11.7 天井郎約3/4回転ヘラケズリ．天井郎
llll灰色 青過

85・3791 
（●)  層 構 （須恵醤） 醤高 3.6 は平坦亀ヘラ記号あり。 900362 

-161 STOOi 杯董 口径 (12.4)天井郎約2/3回転ヘラケズリ．天井邸
灰色 ，1f 通

貶 3775
(.)  墓這哩土 （須恵器） 器荘 4.2 にヘラ記r}あり． 蜘 m

・162 
STOOi 杯董 天井1111約2/3回転ヘラケズリ。天#1111

疇灰色 青通 85-3776 
墓這環土 （須恵醤） にへう記号あり．

・I幻 ST叫 四 口径 II.I 
底那不定方向ヘラケズリ。ヘラ記号 85-3784 

( .)  墓道壇土 （須恵彗）
醤嘉 .ヽ0

あり．
灰色 着通

蜘 351
たらあが9貴I.I

• 164 ST叫 杯2 口怪 11.0 
裏部約IZ/3凪転ヘラケズリ．底郎にヘ 85-3磁

(.)  墓這遵土 （須恵醤） 1111高 3,◄
う記号あり．

灰色 静通
知 35B,:;1,~ り、,.,

-165 ST切 匹 ロ粍 12.0 
底郎不定方向ヘラケズリ．たらあが 85~3733 

(H)  蔦辺壇土 （須恵醤）
器漏 u 

りは内傾し受郎は水平にのびる。
灰黒色 曹過

900356 Iこらあがり轟9

• 166 ST釦 杯3 口径 10.8 たちあがりは訳立気昧で受葛は＊
邸3磁

(.)  墓辺壇土 （須恵彗） 醤15 ◄ .O 平にのびる。経郎にへ9記号あり． 灰色 普通
900397 

"'• あがり資., 調聾不明IR,
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（ ）は捲定

f(lJPL• 奮息号Ilり 出土地点 器 櫨 法 量"" 形態・胃l1!の持徴 色冑 燒成 雪 晶：

埠ー167 ST四 杯g 0径 10.2
たちあがりは短く内傾する．底鵬約 邸4瑯

(PL. 絡） 墓道遭土 （須恵器）
醤高 3.6 2/3回転ヘラケズリ。ヘラ記号あり。

灰白色 行通
900蕊

たらあが9轟．、

ー168 STOO< 杯9 口ll 11.2 SS-3887 
(II) 墓ill遭土 （須恵蒻）

雲高 3.6 蘇部回転へうケズリ、ヘラ記8あり， 灰色 f} ii!I 
知 3随

たららがり轟u

ー169 ST釦 屈 口往 13.0 
高台付き、結部にへう切り貨残る． 灰白色 胃過

85・3888 
(.)  鳩 溝 （須恵1111) 醤高 5.6 細”

-170 ST叫 高杯 口径 (11.2)二段三11透かし、 0唇感内面に沈繰
灰色 管通

紀 37斡
(PL.49) 葦這壇土 （須恵1111) 盤高 IU あり▼ 杯繹中位"'一条の凸線あり． 9003$0 

-171 ST叫 高杯 口11(ll.2) 杯郷,,位と脚1111中位に二条の沈練あ
灰色 静過

85-3781 
( II) 墓道遵土 （須恵器） 器高 13.8 り． 如 9

・172
ST如 高杯

口径 (IO.J） 杯郎中位に二条の凸線あり．その間
灰貴色 舒過 85-3函

墓這遭土 （須恵躊） にへ9描さ斜行文あり．

・173 
ST伽 高杯

口径 (I0.2
） 〇縁部は外反、杯部中位に二条の沈

灰色 胃通 85・3794 
蔦辺瑾土 （須恵霧） 線あり。

-174 ST004 ii. 
口径 01.2)

頸郎1i外反し．口縁郎近くで屈曲す
灰色 曹通 記・3786

萬這埋土 （須恵蟹） る。

-17, ST004 
込 口頸部はラッバ状に外反する．松焼

浸褐色 壼過 BS・:1178 
（須恵蒻） さ．

-176 
ST004 越 口縁邸近くで屈曲する。へ9擢き斜

灰白色 糟過 85・3787 
閥 溝 （須恵醤） 行文を二段に編文．

・177 STOO< 嵐 0径 (I0.9)
嗣巾位から下半饗は不定111•1ヘラケ 85-3798 

(. ) 高道煙土 （須恵彗） 彗高 14.? 
ズ,.ロ縁感に一条の凸線を有す． 睛灰色 静通

蜘 271
砂拉多く含tJ.

-178 $TOO< 鼠 ロ往 11.4 
馴日晒に二条1l)沈線あり．その閏に 85・3777 

(. ) 四埋 （須恵醤） i11高 15.ヽ
ヘラ攘き斜行文を籍文．へう記8ぁ 灰色 やや良

900お4
り．

ST004 
（須恵蘊磐）

馴111中位に二条の沈線あり．その間
•179 

闘 潤
嗣径 9,4 にヘラ播さ餌行文を籍文．庭螂臼転 灰色 青過 85・3磁

ヘラケズリ．

3'!-180 ST004 葦 口径 10.7 つまみ、かえり付さ． 体郎に二条の
灰黒色 苔過

訳;-3880
( .)  は退 （須恵紺） 醤高 4.5 檀がつ<• t81とセット． 慎畑

-181 ST004 台付椀 0往 12.0 体闇に二条の檜、台謬に一条の沈縁
灰胤色 警 過

お・3881
(. ) 某遺 （須恵器） 醤/Iii 15.6 が庫される。 180とセット。 900391 

-182 ST004 台付椀 0径 s., 最大径が下位にある体郎に外に広が
暗灰色 良 好 85-3乃7

霰這撹土 （須恵器） る舅郷がつく。ヘラ記号あり。

-183 ST00-1 平以 9径 20.0
尉部はカキ目讀塁、底1111:回転ヘラ

灰白色 そ 通 お-3897
茄這 （須恵器） ケズリ．
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ll. 古墳時代の遺構と遺物

f(~t: が1出土地点11111 種 l法量O 影懇・調整の特徴

（ ）は撹定

色躙l燒成1翌閉畠柑い

:1~：::I 竺竺 I 二：1::, □1旦ニエ；：ここ1:灰:1::1ここ
縣 ST釦

<" >I墓辺

•187 S TOO< 
(. > I鯛 溝

・188 I S TOO• 
（●) 蔦道

壼

（須恵馨）

壼

（須恵器）

慣
（須恵醤）

通

紐

通

I

I

I

 

臼
[
~

心

は

デ

内

阿

籐

ナ

面

半

目

内

下

後

キ、
キ

カ

仔

m

”

5

を

ク

＊

．

ク
キ

ク
ク

行

ク

平

文

字

i
i冑

訳,-3893
900ヽ03

85・3894 
900ヽ04

85・3890 
900400 

ご：IここI::::I 竺'~翡苔塁:~:::~江：:1: :1ご
•191 I STOO• 

肩漬

-19z I STOOi 
墓道
:::: 1:,;;J;1~;; 谷こご：1:: こ1::

廷 3892
900402 

邸-1006

-193 I ST004 
鳩 ill

甕
（須恵彗）

口径 22.0 
胴郎外面はタタキ後カキ目躙璽、内

1111高ヽ5.61iiiは同心f'I文タクキ.111111匹 然 釉l灰色Iやや良
が垂下．

邸-100$

・194 I ST四 1 甕 1口伍ねsI閉炉加⇔9品戸
萬這l!l± (須恵鱈） 器高ヽ6.8 tt、i行 '"・ ・"半郎屯

翻閃孟
切 文 叩 1灰黒色Iやや凡 I 86• 100, 

e. 闇外面全体にll然がかかる．

41-195 ST004 甕 1口径 23.5I嗣郎外OOは平fi叩eのちカキ目調整．
（須恵Ill> 器裏(◄6.6)内面は同心円文叩&. I灰褐色I普通

邸く細
901538 
901537 

・196 I ST知 1 甕 I口径 (22.4)1I! 郎外面ククキ後カキ目冑蜃。内面 1灰色 1良好 1 約 1001
層 禰 （須恵磐） は同心円文クク＊・ 9014記

2ヽ・197 ST釦 1讚康
墓這蠅土 （須恵雷）

嗣墨外園格子目ふうタタキのちナデ
口径 (12.9)1il'Iし.II聾内面格子目ふうククキ. I灰黒色I良 好

鴨分的には、 同心円文ククキあり。

邸-3889

咽 8I s T004 I 甕 1口径 19.8嗣墨外面1よ叩さのちが恒鯛蓋、内
藁 道 （須l!J'.1111) に、i同心円文叩!, I灰黄色I青遁l 蹄 1磁

-園|
ST匹
墓 辺

高1f
（土緬醤） 1庭径 U.61騨高邸は外に広がる．内外面丹崖り.1弗It色I奮過

85•3rn 
901276 

衣IOI ST知 高杯 1口径 19,4 杯郎中位で弱く屈曲し、口縁郎にか
（土節彗） 1けて外反する。内外Ill丹菫り。 I釈に 1普通

85-3795 
如1277
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5. S T005古墳

(1)概要

調在区の南側に位牲し、北 7mにはST003古坑が、東14mにSTOOl古坑が、西13mにST

008古墳がある。項丘、石室上半部は削平を受け腰石のみ残存する。内部主体は平面縦長方形の

横口式小石窒である。出土遣物はない。従って築造時期も特定できないが、小石室であること

などから ST006古墳などと伴に本古憤群最終の築造で小田編年VJ期を想定できる。

(2) 内部主体

小石室である。主軸をN2rEにとり丘陵南西側に向かって開0し、等高綜に平行して築造さ

れる。横口式か竪穴式か判断しにくいが、南小口面に配する石を仕切り石としその外側に横た

わる石を閉塞石とし横口式小石立と考えた。

石室平面形態は縦長方形で規模は中央長1.75m、中央幅O.Smを測る。石室掘り方は南側がす

ぼまる隅丸長方形である。

奥限は0,7X0.3m程の壁面を整えた横長石材を横位に配する。左右側壁は0,9X0,5m程の横

長石材を2石づつ横位 こ= 尽~ L =69. 的m

に配する。袖石はなく

南小口面に0.5X0.3m

程の仕切り石を貨く。

その外側には径0.5m

程の扁平状石が横たわ

り、人頭大の石もある

がこれらは閉泰石であ

ろう。

床面は水平で南側半

分に径20on程の転石を

敷き詰める。北側半分

はすでに抜かれており、

本来は床全面に敷き詰

めていたのであろう．

(3) 出土遺物 ; 
出土遺物なし。

゜

ヽ
~ 

ヤ

-J 

上 111/ 
r 
II 
忠

會

m 山09"69=1 

ー84一 Fig.47 S T005古頃石室 (I/60) 



II. 古JJ1時代の逍構と遺物

6. S T006古墳

(1)概要

調査区のほぼ中央に位磁し、北西8mにSTOlO古墳が、東方12mにST004古瑣が、雨方 7

mlこST003古墳がある。内部主体は平面方形の横口式の小石室である。出土遺物は土師器の滋

1点のみで築造時期も特定できないが、小石室であることなどから STOOS古只などとともに本

古項群最終の築造で小田編年VJ期を想定できる。

L=70.10m 

三
T
 

~ 

上

I
II
誓

弓
wo1・ot= 1 

一
Im 

Fig.48 S T006古墳石!ii(I /30) 
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(2) 内部主体

横口式の小石至である。主軸をN30"Wにとり、

等高綜に直交して築造される。石室平面形態は方

形で、規棋は中央長85cm、中央幅80cmを洞る。石

寇掘り方は石窒プランをひと回り大きくした方形

で玄門部に僅かに掘りくぼめられた廷道状の掘り

方を連接する。 ゜
10cm 

奥壁は60X50、30X35an程の方形石材2石を立 Fig.49 S T006古墳出土土師器(I/4) 

てる。左右側壁は径30cml'1の石材3石をそれぞれ縦位に立てる。左側壁側には袖部を意識した

ように石材を平積みしている。右側壁側にも袖石はあったと考えられるが欠失する。玄門部に

は径20~30onの石材を積み閉塞施設とする。

床面には径20an程の転石をまばらに敷く。

(3) 出土遺物

右側壁側から土師器の壺 1個(239)のみの出土である。 239はてづくねで横瓶を模倣したミニ

チュア形土器である。 ST003古墳からひと回り小形であるが類似した土師器(146)が出土して

いる。

-T
 

。
!Om 

Fig.50 S T007・螂古墳墳丘 (1/250) 
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7. S T007古墳

(1) 概要

LI. 古閉時代の遺構と遺物

調査区西側で丘陵の西端に位囲する。東方16mにはSTOOS古瑣が北へ約16m、揉高4m上に

はSTOl3、014古瑣がある。墳丘盛土、石室上半部は削平を受ける。墳丘東側に幅6m程の浅

い落ち込みがみられるが周溝ではない。石室掘り方は隅丸長方形である。内部主体は111窒両袖

型の横穴式石室で、 土器の出土は少ないが玄室から鍔、把元金具、鉄鏃などが出土している。

築造時期を示す土器は杯蛮 ・身1点ずつと少ないが、これらは小田編年IV期のものである。追

葬を示す土器は出土していない．

(2) 内部主体

単室面袖型の横穴式石室である。主軸をNJJ'Eにとり、ほぼ南に開口する。項丘は既になく

石室も天井部を欠失する。

石室平面形態は玄室は選択した腰石のためややいびつな長方形で、羨門1こむかって平面ハの

字状にすぼまる羨道を連接する。規模は石至全長5.0m、玄至中央長2.7m、中央幅2.2-Smを潟る。

玄当の奥墜、左右側壁の腰石は大形の石材を用いそれぞれ 1石からなる。奥壁は腰石に 2x

2 m程の角のとれた平面方形の扁平石 1石を立て、 隅に転石を詰める。腰石上方の石積みはす

でにない。左右側壁は似たような石材を選択しているため石積みも類似する。霰石に2.5X1.5 

m程の台形状石を横位に配する。この腰石上端は玄門にむかって斜め下方にはしるが、これに

あわせて目地が通るよう径I.Sm程の横長石材を上に積む。

玄門部は左右袖石ともl.5X0.6m程の柱状石材を立てる。玄門幅は0.7mを測る。

羨道部床面には径40~50anの石が多景に無造作にあり、閉塞石かとも考えたが羨道の空問が

ないほどにあり、それにしては羨道部の役割がなくなることなどから平面ハの字状にすぼまる

羨門部に閉塞施設があったとしてこれらの石は後世の撹乱によるものと考えた。

羨道左右側撲とも腰石にl.2X0.8m程の長方形石材を横位に配する。その上には径30~50an

程の石を積むが石が小形ということもあって目地も通らない。羨門には0.8X0.5m程の縦長石

材を立てその上に捐石を架構する。羨門幅は70anを測る。

(3) 出土遺物

土器、とくに時期決定できる杯蓋 ・身は 1個ずつと少ない。玄室内から鉄鏃、鍔、把元金具

などが出土した。

須恵器

朽査はC類(240)杯身はC類 (241)がある。 240は口緑部約1/5の残存で復元口径12.2on。241
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都谷遺跡

は口緑部約1/6の残存でたちあがり高O.&mを測る。 242はつまみ付き蛮。 244、245、247は甕。ロ

緑部のみの残存で244、245は胴部外而平行ククキのちカキ目調整、内面同心円文ククキ。 247は

頸部に櫛描波状文施文。 246は広口壺。頸部に櫛描波状文施文。 242、244、248は石当外東側の黒

色土庖中から出土。

土師雑

248は杯身、 249は高杯脚部。

鉄器

鉄鏃(250~260)すべて玄至内出土である。250、255、257、258は右袖石近くからまとまって出土

した。250は圭頭式、251、252は椿葉式.251は鉾先を欠く。251は箆被有り。252は箆被無し。253は鉾

先は丸みをもち側緑部は内反り。254は腸扶柳葉式.255、256は腸扶長三角形式。 三角形の透かし

が左右対称に入る。257~260は小形柳葉式。257、258は棘箆被で260は鏃身長4.2anと長い。

三 ~240 

~-入沼I

~ · 242 

245 ／
 

こ
亘二~48 A,.: 2.0an 

Fig.53 S T007古墳出土土器 (I/4) 243は欠書
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II. 古れ時代の遺構と遺物
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都谷遺跡

鍔(262)長軸の片方がやや尖る平面楕円形で長方形の透かしが 6つ入る。長軸

外径7.0cm、短軸外径6.0on。

把元金具(263)262の鍔とセットになる。

飾り金具(264)六花弁形の中央に球形のつまみがつく 。鉄地金銅張り。ST004 

古墳でも飾り金具出土(223)

◎ 
I 265 

0c2如

""" j 

装身具 Fig. お STOll1名填
出土装身具(1/2)

耳環(265)鉄地銅張り。外径2.3X2.6cm。

Tab. 9 S T006 • 007古墳出土土器一覧表
（ ）に窪坦

fI'P 糞L・I'!釈 )ヽ号 出土地点 器 櫨 法鼠an 形曝・翼贅の特徴 色● 焼．成 只写遺真初登登録緑書書号号

ヽ9-~9 SX~ 壺 口ほ • .0 手づくね。 舅部は横長の長；；体で、 85-3816 
(PL51) 玄窒床面 （土師器） 醤高 9.4 

祖い口頸邸がつく． 底路上げ底．嗣 賀褐色 行過
郎不出方向へ9ケズリ．

900365 

S3・UO 
ST007 匹

口程 02.2）口縁部約1/5残存．れ丘 （須恵醤）
灰色 やや良 恥・963

・UI 
STOO'/ 杯身 たらあがり轟.8口縁部約1/6残存．体部にヘラ記号あ
墳丘 （須恵醤） り。

灰色 冑通 86・964 

ST001 
蓋•24? ll(側黒色

（須1111) つまみ9寸&.天#1111@転へうケズリ・ 灰色 ，It通 邸・956
土層内

ST007 

（須甕恵蒻）
嗣郎外面平行クタキのち、カキ目躙

•2•• 東側黒色 口径 (20.0) 灰色 行通 86-954 
土層内

l11内ilii同心円文ククキ．

-245 STOOi 甕 口径 <l4.6)
胴1111外面格子目ふう9クキ、内面同

衣土 （須恵四） 心円文ククキあり．
檀褐色 青通 86-! 応

・246 
ST007 壼 口往 (23.0)頸憾に欅縞被状文を三段．その上下
頃丘 （須恵醤） に二条、 一条の沈線を謹す．

灰臼色 曹通 86•! 睾

・247 
ST如 甕 口往 (22.6)頸萬に纏描浪状文を厖文．填丘 （須恵醤）

灰黒色 やや良 86・961 

ST007 
（土杯節身醤）

口径 (13.0)たちあがりは、 やや内傾する。ナデ
-248 東側黒色 贄渇色

土内
k• あが9鼻.0It上げ． 普通 邸 956

・249 
S T007 高杯

繹嘉 5.0 
86-9お

玄寇 （土晒醤）
短轟杯脚那外面丹笠り． 邪褐色 やや良

900496 

2431よ欠壽
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8. S T008古墳

(1)概要

II. 古瑣時代の遺構と遺物

調査区の西側でST007古坑と同様、丘陵の西端に位設する。西方16mには主軸を同じくする

S T007古墳がある。項丘盛土、石至上半部は削平を受ける。内部主体は複至両袖型の横穴石窒

で墓道から追葬面をなして多くの土器が出土している。築造時期は小田編年1(1B新段階期で追

葬は1V期までなされる。

(2) 内部主体

複室両袖型の横穴式石室である。主軸をN32'Eにとり南西の綬斜面に向かって開口する。坑

丘はすでになく石室も天井部を欠失する。

石室平面形態は玄室は長方形、前室はやや幅広の長方形で羨辺部を連接する。規模は石室全長

6.25m、玄室中央長2.85m、中央幅2.15m、前室中央長0.9m、中央幅1.25mを測る。

L =71.00m 

・: ... ・・. 

,o 

Fig.56 S T008古坑前庭部遺物出土状況 (1/60) 

ー93-
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都谷遺跡

奥壁腰石には2X 1.2mほど

の偲面の整った大形石 l石を配

する。その上方の石積みは腰石

上端に合うような石材を 2~3

段横積みする。左右側壁は腰石

に似た石材を用いていることな

どから石積みも類似する。両閲

既の腰石は1.9Xl.lm、o.sx
0.8m程の大小石材を 2石づつ、

大形石を奥墜側に小形石を玄門

側に横位に配する。腰石上方は 0 

長さ0.7~1mの横長石材を横

L
 

r
11 72
.0-0m 位に積み上げる。奥撲と側壁の Fig.57 STOOS古墳石窒閉塞状況 (I/60) 

隅角は腰石部で奥壁を挟み込むよう配はされている。奥壁、左壁の膝石は内傾し、その上部の石

積みも腰石の傾斜1こ沿って持ち送られている。

玄門部は左右袖石とも1.3X0.6m程の柱状石材を立てる。とくに右袖石は幅広で羨道部内側

に突出したかんじを受ける。床面には裾石を配する。玄門幅は0.7mを測る。

前室左右側壁は腰石にさほど大形石を用いず長さ50~90cm程の横長石材を 4~6段横積みす

る。前門袖石は0.8X0.4m程の柱状石材を立てその上に横長石材を 1、2段積む。前門幅は0.8

mを測る。前門床面には程石を配さず、前門から約50an羨門寄りの位置に2石からなる桓石を

配する。

閉塞施設は前門部にあり径30~40anの転石を羨門近くまで積み上げる。この閉塞石のすぐ外

側の墓道から多くの土器が出土している。これらは完形品が多く、しかも面をもって出土して

おり、その面は上下2面はある。これは追祥回数に起因するものと考えられる。ただ、出土し

た土器が石空内に副葬され、追葬時にかきだされたものか、それとも石室外に供献されたのか

は明確にはできない。

(3) 出土遺物

墓道から多くの土器が出土している。これらは上下2つの面をもっており追葬面に相当する

と思われる。 上面から杯蓋(269、272)、杯身(273、274、276)、高杯(281、282、284、321)、長頸壺

(285、286)、短顆壺(292)、壺(297)、蓋(293、294、295)、嫌(287、290、291)、提瓶(299、300、302)、

鉄鏃(328)がある。下面から高杯(279、280、283、310、311、312)、謎(288)、土師器の杯身(305、306)

が出土している。
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都谷遺跡

須恵器

杯はB類(266、267、268)・C類(269、270、271)、杯身はB類(273、274、275)・C類(276)があ

る。 266、267は口唇部が面取りされ、 268は口唇部内面に沈線を施す。口唇部内面の沈緑はA類

の特徴であるが杯身にA類がないことなどから268もB類にした。 269は口径に対して器高が高

い。 269、270とも天井部にヘラ記号有り。 271の口径9.&m、272の口径9.1cmとC類にしては小さ

い。 271は逆転身の272は他器種の蓋の可能性有り。 273、274、275は口径11cm内外。 273がたちあ

がり高1.2cmとやや長めである。

277は歪、つまみ付きで有蓋高杯の蓋であろう。 278~284は高杯。 278は杯部に 2条の稜をも

つ。 279、280は有蓋高杯。 279は長脚二段三方透かし、 280は透かしなし。 279、280の口径は12.5

cm前後と杯部口径のみをみるとA類並行期になるが、出土状況、セット関係から見ても杯蓋 ・

身より高杯は一型式遅れるのかもしれない。 281は杯体部に 2条の稜をもつ。 282は長脚二段三

方透かしで杯体部に一条の稜をもつ。283、284は杯体部と脚部中位に沈線をもつ。 285、286、287

は長頸壺．

285、286は球形の胴部にラッバ状に広がる類部をつける。 286は胴部に櫛描列点文、ヘラ描連

綬斜行文を施す。285は灰白色で286は赤焼きの須恵器。286は器形は議だが穿孔がない。288~291

は議。 291は色調橙褐色で胴部内に穿孔時の粘土塊を残す。 292は短頸壺。底部回転ヘラケズリ、

胴部カキ目調整。 293、294、295は蓋。 293、294の器形は類似する。 293は天井部カキ目調整、 294

は不定方向ヘラケズリ 。295は口唇部内面に沈線をもち天井部は回転ヘラケズリ。 296、297は壺．

297はやや日のはる胴部に外反する頸部がつく。外面格子目ふうクタキのちカキ目調整を施す．

内面同心円文ククキ• 298は平瓶。把手が2ケ所につく。 299~303は提瓶。 299は赤焼きの須恵

器、胴部前面に櫛描列点文を二重に施す。 300は日部 2ケ所にポタン状のつまみを張り付ける。

胴部全面にカキ目調整を施す。 301は側面部のみ残存、肩部に角状把手の痕跡あり。 302は胴部

球形で櫛描列点文施文。肩部に把手がつく。 303は把手なし。

土師器

304は杯硲、両面黒塗り。305~309は杯身。 305と309はたちあがり高が2cm前後と長く直立気

味である。それに対して307、308のたちあがり高は Icm前後と短く、内外面黒塗りである。 306

は体部と底部の境で強く屈曲する。 310~323は高杯。杯部がT度、 306のごとく底部と体部の境

で強く屈曲するクイプと内湾するクイプがある。前者が310、311、313、314、315、316で後者が312、

317、318である。 312、317、318は丹塗りで、 概して杯部内湾タイプに丹塗りが多いようである。

鉄器

鉄鏃(324~329)324は賜扶三角形式．茎部に木質残存。325は柳葉式で関部は口角である。326は

小形柳菓式で隔扶気味、断面片切刃造。327は小形柳葉式。鏃身長3.0onで片丸造。328、329は頸部。

弓付属金具(330)片頭は半球状で座金具をつけ、もう一方の頭は円球状である。全長3.3an。
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II. 古JJ1時代の遺構と遺物

留金具(331、332)鉄地金銅張り。平面方形で中央2ケ所に鋲を有する。

馬具

333、335、336は杏栞。 3つとも長方形孔を有する立聞がつく。 333は身が 1枚造り。 335、336は

透かしが入る。長径8.5cm、短径7.6cm。334は鐙粗、 3連の兵庫鎖に餃具と鐙本体をつける。

三 266

ニ 269

竺 272

~ 275 

2i9 

282 

三 267

戸 270

至
マ 76

／弓¾. z11

283 

゜I " 

Fig.59 S T008古ll'!出土須恵器 I(J / 4) 
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都谷遺跡

~' 三〗'" g[j,_ニ"'

296 

V 0 
↑ , 

20cm 

Fig.60 S T 008古lJ'1出土須恵器 2(I/ 4) 
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II. 古坑時代の遺構と遺物
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都谷遺跡

鐙本体の側板は長方形で3ケ所に鋲を打ち込む。 鐙本体の全長9.3cm。兵庫鎖の全長7.0on。絞

具の全長7.2on。

装身具

337~339は土玉。径0.5~0.&m。340~345はガラス小玉。径0.3~0.Son。346~348は管玉．

346、347は硲玉製。 348は土製．

LLl304 

ミ 307

しコ 乙

亡~16

319 

~ 322 

G3305  

・、

／
 

う308

こコ7,14

て 17

320 

ニエ□~6 

巨 》309

二 15

321 

L ~323 。
10cm 

Fig.62 S T008古墳出土土師器 (I/4) 
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II. 古m1峙代の遺構と遺物
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Fig.63 S TOOS古項出土鉄器 (1/2)
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都谷遺跡

芯
1
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(]!) 339 
Cl!> <l!> 

゜ ゜゜
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圃346 

眉 ⑲ 348 337 338 340 341 342 343 344 345 

゜
I知

347 

Fig.64 STOOS古墳出土鉄器 ・装身具 (I/2) 

f ( .. PL. H図書)り 出土地点 盟 薗 法鼠cm 形聾 ・躙竪の特復 色躙 燒成 棗写遺真笞甕t鯰鯰蓄蓄号号

59-266 STOOS 杯遷 口往 13.6 体部と口縁邸の境に沈練利り、 口＂
畏褐色 やや只

85・3745 
(PL.S2) 玄室環土 （須恵器） 醤碍 3.6 部は面とりされる． 900:H6 

-261 
STOOS 杯董 口径 (13.1)ロ＇郎内両にわずかに沈線有り ．天

灰色 曹過 お-3752
羨辺壇土 （須恵lilt) 醤高 3.6 井郎約2/3国転へうケズリ．

・268 
STOOS 杯直 口往 03.6)口唇郎内面に沈級有り。天井郎翼整

灰色 苔通 邸-3746
前室理土 （須恵1111) 彗高 3.0 不明慮、砂多量に含む。

-269 
羨S這入TaOO-S1 

杯滋 0往 11.7 天井邸約2/3回転ヘラケズリ、天井椰
灰色 贅通

85•3711 
(.)  （須恵儲） 醤高 4.4 にへ9記号あり． 900露

・210 
IllS襄i11T分O<氏渇直

匹 口径 11.6 雷甕l:t'I/.い、に天へ井う郎記約~2/'Ji3回転へうケ 灰色 やや只
85-3733 

（ ●)  （須恵儲） 器高 3.2 ズリ ．体箇 り． 9003ヽ？

-271 STOOS 匹 ロ程 9.8 口＂部内面 にかすかに讀をしつ．天
灰賃色 やや良

85・3748 
(.)  羨道壇土 （須恵器） 器高 3.6 井部約3/4回転へうケズ9, 900348 

-272 STOOS 査 口径 9.1 体闇と口縁駆の壇に沈綽あり。天井
灰色 良好

邸-3705
(II) 羨辺入口 （須恵1111) 醤高 3.0 部約f/./3同転へうケズリ． 900拗

・273 STOOS 杯2 口径 (11.0)底部は平坦、へ9切りのち日転へ；；
85・37⑲ 

(.)  羨這入口 （須患磐）
醤高 4.2 ケズリ．砂粒多黛に含む．ヘラ記・り 灰色 不良

90032• 
たらbが9●1.2 あり．

-274 STOOS 屈 口径 10.9 駐部約3/•fiil転ヘラケズリ、へう記号 お-3717
(.)  員 n喝 （須恵醤）

国高 3.4 
あり．

灰色 贄通 900匹
たらあがり貴．．

・275 STOOS 匹 口11 11.2 
庇郎約3/4回転へうケズリ．へう記号 邸-3734

(.)  羨選入口 （須恵器）
匁高 4.0 

あり．
!ll褐色 曹通 901Z$1 

たらあが9畠.t

Tab.to S 1'008古墳出土土器一覧表 （ ）は搭定
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II. 古墳時代の遺構 と遺物

（ ）は捲定

r; <P•L·n C~~~ 出土地点 慇 種 注量cm 形露 ・震竪の特復 色調 焼成 唱涅閉t
ST008 杯身

口径 10.0 
底郭約2/3回転ヘラケズリ、へう記号 85・37'13 59-216 

貴這入aべI （須恵欝）
醤高 4.0 

あり．
灰色 やや良

901280 
たらbがり勘.&

-277 STOOS 董 つ2み付色。天井郡臼転ヘラケズリ
灰色 ＂通 85・3750 

羨道壇土 （須恵器） のちヨコナヂ．

-278 STOOS 高1f
ロl:l(11.0) 高岬薦。 体邦に二条の検あり． 灰色 青通 85-37" 

玄ill堰土 （須恵器）

・279 ST008 高杯 口餞 12., 艮隅二段三11透かし。卿郎中位に二
灰色 青通

85-3725 
(PL.52) 羨這入口 （須恵蒻） 四高 19.6 条、下位に一条の沈線あり． 900337 

・280 ST鴎 高杯 口径 12.5 鱗墨中位に二条の沈線あり,111111カ
灰黒色 普通

邸•四
( .)  羨道入口 （須恵器） 彗高 14.4 キ目調整．郷部外1lilは黒色． 900339 

→鯰l ST螂 高1f 口径 11.6 杯体郎に二条の穫、 脚邸中位に二条
灰色 青通

8S・l加
(.)  羨這—t~ （須恵1111) 器高 17.2 の沈線あり． 900335 

-262 STOOS 高什 口径 8.6 
只 二段三方透かし、ド麻部に、 編

駁・3710描 1点文、杯那中位に一条の捜、脚 灰色 曹通(I/) 覺 a-11 （須恵器） 留高 14.6 
1111中位に一条の沈線あり．

900325 

-283 S 1'008 高杯 口t111.0 杯体郵に一条、真鵬中位に二条の沈
灰色 青通

邸-3732
(JI ) 羨道入口 （須恵器） 器高 13.2 練あり。 900341 

•閲 STOOS 高杯 口径 9.0 杯体Illに一条、謁l!11中位に二条の沈
灰色 青過

鉛・3715
(N)  貴置人ロ一鶯 （須1111) 馨高 11.4 饒あり． 900330 

60-2お STOOS 長頸壼 口往 10.0 JI上半郎力中目．下半那はヘラケズ
灰白色 不良

85・3713 
CPL.53) 賛道入口 （須恵1111) 醤高 19.6 リ• ロ縁部内清． 勁磁

-286 ST鴎 長頸壼 口往 10.3 馴肩郎に櫛描列点文、ヘラ縞連観斜
赤橙色 不 良

邸-3714
(II ) 貴 ロー魁 （須恵器） 器高 15.0 叙を籍文．赤焼 き。 900329 

-m ST幽 員頸壼 口社 (11.3)嗣廓に穿孔なし.11111! 下半11111:回転
灰白色 詈過

訳i-3722
(.)  羨道入D （須恵1111) 霧高 15.8 ヘラケズ'). 901279 

・288 ST幽 嵐 ロ琵 12.0 口縁慈、胴部にへ9描斜行文を篇文、
灰色 青通

製・3727
(.)  羨這入口 （須恵器） 彗高 17.0 JIIIII巾位に二条の沈繰あ り． 9012$1 

→捻9
STOOS 鼠 頸膠にへう擢糾行文と鬱描列点文を

灰色 青通 訳;-3766
羨道檀土 （須恵器） 薦文．

-291) STOOS 蘊
II径 6.6 

嗣圏に櫛描列点文、口頸郎に圏議液
灰白色 不良

85-3718 
(N)  ail,¥O喝 （須恵llll 状を籍文． 900333 

-291 STOOS 嵐 口径 8.1 
馴部に鬱描列点文．頸部に鑑Iii披状 85-3724 

(.)  戻這入口 （須恵器） 覇高 12.2 
文を籍文、胴郎内に穿孔時の粘土虞 帽褐色 やや良

900'.rn 
残る．
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() ~ 揖足

FCI PRL-H1!1&) ~ 出土紐 器 糧 法量O 形懇 ・翼整の持徽 色冑 焼成 窪'遺,11初11登1¥l録書書号号

60・292 
STOOS 短頸壼 口径 7.6 底昂回転ヘラケズリ、騎感カキ目讀

灰色 やや{~
お・3112

羨這入口 （須恵彗） 器高 5.3 整． 900327 

・293 STOOS 葦 口径 8.8 
天井郎カキ目状調整◆ 橙褐色 やや且

絡・3706
(PL,53) 佼道入口 （須恵霧） 器高 5.6 910ヽ16

・29< STOOS 遷 口径 8.0 
天井郎不定方向へうケズリ． 橙褐色 ややR

釈;-3;0,
(.)  晨這人ロ一岳 （須恵器） 111J高 6.1 ”゚ヽ18

・295 STOOS 葦 口径 10.8 口＂部内面に沈線あり。天井部回転
灰色 青通

絡・3707
(.)  俊這入ロ-II （須恵器） 器裏 5.8 へうケズ•). 9叫 IS

-296 ST磁 豆 ロ往 (21 .◄)
尉感外面平行クタキのちカキ目躙蔓｀

灰属色 やや良 訳i-3758
蒙道壇 （須恵器） 内面閂心円文ククキ．

-297 STOOS 壼 口径 13. ヽ
尉邸外面格子目ふうクク キのらカキ 85-3708 

< JI) 霞 -II （須恵器） 器裏 IS.0 
日鵬整、内面、臼心円文ククキのち 灰lIll色 やや良

如 3
ナデii'Iし．

→喝 STOOS 平康
85・37紡

(n)  羨i1I壇土 （須恵醤）
口径 7.0 嗣圏2ヶ所に把手有り． 灰色 抒道l 901289 

901290 

61• 函 ST磁 紐 口径 (10.0)尉躙前面に二重1こ鬱描列点文．欧幌
計i橙色 行過

85•3741 
(p)  蒙道入口 （須恵1111) 器高 21.6 さ． 如 3

・300 ST磁 提 口径 (8.2)，，邸にポクン状のつまみ貼付け．馴
灰色 青通 85-3770 

羨辺ぬ I （須恵躊） 器高ね.8 隠全面カキ日1111整．

-JOI STOOS 提 嗣饗鯛面のみ残存• Ill郎に把手がつ
灰色 n通

85-3719 
(.)  羨辺入口 （須恵醤） く。 如 4

べ如 ST螂 提瓶
胴径 ll.O 

胴部全面にカキ目調整のちlllilli.背
帽褐色 普通

8&・37切
(n)  震遍入ロ一岳 （須恵1111) 面とも、編111点文籟文． 如 I

＜匹 STOOS 提 口径 (13.0)把手なし、背面カキ目肩葦、前面鯛
灰111色 不良

85・3i67 
(.)  羨道寝土 （須恵器） 器高 20.0贅不明鼈◆ 901磁

62・ 珈
STOOS 匹

口径 (IU)内外面ヘラミガキ、鳥蓋り． 暴色 愕通 お-mo
蒙這入口 （土師器）

3 謳 ST碑

＂ 
口琵 10.2 

託那不定方向ヘラケズリ．他ヨコナ 鉛・3730
(PL.sヽ） 羨這入口 （土節器）

器高 5.0 
デ．

赤橙色 惰通
如 0

たらbがり裏:u

•函 ST碑 砕 口11 12.8 体部と底郡の境で1!1曲する．底郎ヨ
泳帽色 •1't 通

86•lll8 
(. ) 羨道入口 （土師1111) 器高 S.• コ方向へうケズリ． 900517 

STOOS 杯g 口径 (11.2)
・307 

霰這入口 （土111i器）
館高 • .2 内外面鳳儘り。 黒色 抒通 駁i-3743
たらbがり員1.J
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II. 古墳時代の遺構と遺物

（ ）は推足

f I IP Lヽ•量沢,奮1り 出土地点 芯 櫨 法皇an 形霧・1111蟄の杓徽 色翼 燒成 棗四遺窃豆澄絨緑書暑号号

62ぺ姻
ST008 杯g 口佳 (11.6)

内外面黒塗り。 赤褐色 仔通 邸-3739
羨遺入口 （土師器） t.,, みが?tlll.2

・3の
STOOS 杯身 O[沿(11.2)

たらあがりは互立気味。ョコナデ． 赤橙色 青過 8.S-3731 
羨這人口 （土 1111) たちあがり轟ta

・310 ST総
（土潟師杯1111) 

口径 13.6 杯郎と駅部の境で屈611.庫耗の入
淋臼色 汗道

邸・3726
(PLふ） 餃 人0 馨湛 11.2 霙聾不明瞭． 900338 

311 STOOS 高杯 口径 13.、l杯体郭と紐の墳で屈l11!、杯底祁、
赤臼色 警過

話・3731
( .)  羨辺入口 （土師醤） 1111高 12.2”鄭クテ1距lヘラケズ,. 901283 

-312 STOOS 高杯 口1国 13.8 杯部は内謬しながらたらあがる。内
赤褐色 魯過

紀 ・37'/,9
( . ) ，，，道入口 （土師醤） 四謁 11.2 外面丹諏り． 901282 

・313 
STOOS 高杯 0往 (l<.6)口縁繍は外反、 ヨコナデ． 赤褐色 曹過 85-37認
羨道入口 （土師器）

-314 
ST008 高杯 □!Ji (12.6) 

杯体部と庭部の壇で屈曲し、口縁沼
赤n色 行過 お-3738

羨人口 （土師醤） は外反する。

・315 STOOS 高杯
口径 13.1 屈 111と底忠の填で屈曲する。 赤憧色 曹過

&S-3762 
羨道壇土 (:l: 師儲） 901286 

-316 STOOS illilf 口往 (JJ.4
杯体郡と底部の墳で屈曲する．ョ コ

1!'111色 fl' 過 記•31箕
羨遺入口 （土師1111) ナデ．

-317 
ST磁 高杯 01:1¥ (15.0) 杯郭は帆形、内外面丹菫り。 n褐色 曹過 お-376<
羨道埋土 （土師器）

・318 STOOS 高杯
底径 10.4 

靡クテ方向ヘラケズ,.内外面丹 R褐色 惰• 通
岱-3761

羨這理土 は高器） 塗り． 900お？

・319 
STOOS 高杯

底径 (10.6)
霙褐部は水平に外に広がる。舅郎ク

赤褐色 ややR 邸・3735
霰這入口 （土師器） テ方向ヘラケズリ． 901磁

-320 STOOS 高杯
底往 (11.8)靡鵬クテ1i向へうケズリ． 赤口色 やや良

85-3763 
餃辺現土 （土醤） 90l281 

・321 
STOOS 高杯

庇径 12.1 
短．脚邸クテカl•lヘラケズリ． 鉄

赤褐色 普通
訳;-3716

晨遍AO-傾 （土晒彗｝ 潰付看。外illil'I壼り。 如 I

・322 
STOOS 高杯

底径 00.0廣裾ヨコナデ． 赤橙色 詈過 85-3771 
羨辺埋土 （土師器）

-323 
STOOS 高杯

底tli(11.9) 内外面丹煉り． が褐色 行通 85・3ii2 
羨道埋土 （土師醤）

-105-



都 谷遺跡

／ ー

~
 

E
0
-

(
O
c
z
A
)
出
冥
S
切
N

10
・
1
1
0
・
O
l
O
J. 
S
• 

き
o
xs~g

·l!
!.:f 

Q 

-106-



II. 古墳時代の遺構と遺物

9. S X009配石

(1) 概要

調査区の中央に位訟し、北東10mには主軸をほぼ同じにしたSTlO古項、南西llmには主軸

を62'異にしたSTOOS古墳がありこれらは標高をほぼ同じにする。また北西16mで丘陵の上方

で約5.Sm高位棺にはSTOIS古墳が、南東12mで丘陵の下方で約2m低位閻にはST003古墳

がある。当初、古項と考え調査していたが、そうではないことが判明したので個別実測図も作成

していない。遺構の性格も特定でさず不明遺構とした。平面U字状の掘り方の西側に径50~80

anの転石を配する。主軸はN30'Wで、規模は中央長が約4m、中央幅約3m(石材も含めての長

さ）を洞る。床面に敷石などはなく地山中の自然石が部分的にむきだす。東側の径2.6m程の日

平状石は自然石か意識して配したのか不明である。

本遺構は古墳群の中央に位設し近接して主軸を同じにした古墳があること、遺構内および周

辺から須恵器が出土していることなどから考えて横穴式石室を築造している途中で放棄した可

能性も考えられる。

(2) 出土遺物

遺構内埋土から須恵器片が1点、この他には周辺表土から同じく須恵器片、および束側黒色

土からほぼ完形の甕が出土している。

須恵器

杯蓋 ・身ともC類である。 349は杯蓋。 350、351は杯身．いずれも口縁部のみの残存である。

352は短頸壺の蓋か。天井部にヘラ記号有り。 353は短脚高杯。 354は甕、ほぼ完形である。最大

径が上位にある胴部に外反する頸部がつく。底部をのぞいて胴部外全面に平行ククキを、胴部

内面上半分には同心円文ククキを施す。

r, I 、349~ '少おl

~ - - p350 戸已¥ 352

。
lOcn ニ3認

Fig.66 S X 009配石出土須恵器 (I/4 JS.IはI/8) 
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10. 

(1) 

S TOlO古墳

概 要

調査区のほぽ中央に位紋し、

南洒JOmには主軸をほぼ同 じ

にしたSX009配石、北東J3m

にはSTOii古墳がある。墳丘、

石至上半部は削平を受けるが、

墳丘の盛土内に列石が遺存し、

また玄f"J部には閉塞施設が残る。

内部主体は単至両袖型の横穴式

石室で、出土遺物は須恵器の2

点のみである。従って出土土器

からの築造時期比定は出来ない。

追葬は小田編年VI期まで。築造

時期は大方IJIB新段階~IV期に

かけてであろう．

(2) 墳丘 ・周溝

周溝外径Umの円項である。

周溝は奥壁側を中心として半周

するが、 この周溝は古れの区画

溝と いうより傾斜面からの流水

を下方に送り出す機能をもつも

のであろう。周溝幅は2.5m~3

m、深さ0.4mを測る。周溝は古

坑構築にあたっての地山整形段

陪でとくに掘削することなくわ

ずかに掘りくぼめるだけで、元

来の傾斜地と列石をめぐらすこ

とで周溝をつくり出している。

外護列石は周溝内側にそって、

石室両側壁側から玄門にかけ、

◄

し

• 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

径30~50cm程の石材を J、2段積み約 ノ 「
半周、環状に回るものである。奥撲側

I 
の周溝内に石が敗在しているが、これ

らは列石の一部であり本来列石は周溝 >
内側を全周するものであったろう。こ

の列石は地山上におかれたものではな

く盛土の途中でおかれている。そのた

め列石下のレペルが周溝内側の上端と

なっており、坑丘があった時点では//J

溝の深さは結構あったのだろう。

ぐ
し
/l‘

(3) 内部主体

単室両袖型の横穴式石室である。主

ヽ

L
11 72
.IOm 

゜
・←

2m 

Fig.68 S TOlO古墳石室閉塞状況 (I/6-0) 

軸をN36'Wにとり南西の斜面に向かって開口する。項丘は削平を受け、石至も天井部を欠失す

る。

石室平面形態は玄室は方形で、羨道部は連接しなく前庭側壁をつくる。玄門閉塞である。規

模は石至全長3.Sm、玄窒中央長2.0m、中央幅2.0mを講る。

奥壁は腰石にl.3X0.8m、0.6X0.6m程の石材2石を横位に配する。上方には径50~70an程

の扁平石材を小口積みし隙間には小礫を詰め込む。右側壁は腰石に0.7X0.7m、0.6X0.5m、

0.5X0.5m程の石材3石を縦位に立て、その上方は腰石よりこぶりの石を乱雑に積む。左側壁

は腰石2石を横位に配する。その上方は径50cm程の横長石材を横位に積み上げる。左右側煙と

も目地は通らない。玄至床面には部分的に小礫を敷く。

玄門部は左右袖石に0.8X0.4m程の柱状石材をたて、床面には2石からなる椙石を配する。

玄門幅は0.95mを測る。玄門袖石から約 Im前庭側壁がのびる。左前庭側壁は0.8X0.7mの方

形石材 1石からなり、右前庭側壁は小振りな石材を雑に積む。閉器施設は玄門裾石を根石とし

て前庭側撲いつばいに礫を積み上げる。閉塞石の残存高は Imを潟る。

(4) 出土遺物

須恵器

2点の出土のみである。いずれも玄室出土。355は短頸壺。頸部を欠

き、底部は不定方向ナデ。 356は杯身E類。高台付き杯身で高台部は外側

にハの字に開＜ ．

□ ~55 

)=;;; 主亨＇函
0 San 
hrnl I 

figヽ~ STOIOも攘
出土須也器(I/』）
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Fig.70 STOIO古坑石寇 (1/60) 
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Fig.71 S TOIO古墳墳丘列石 (I/60) 
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Tab.11 S X009・S TOIO古墳出土土器一覧表

県謁号 出土地点 馨 糧

66-349 
S X009 
周辺表土

・3SO 
S X009 
闊辺表土

・351 S X009 
埋内

・352 
S X009 
周辺表土

-353 
S X009 
悶辺表土

・354 S X009 
(PL.55) 直髯鳳色土

6~355 STOIO 
(≫)  玄室埋土

-356 STDIO 
玄室週土

11. S TOll古墳

(1)概要

匹
頃恵塁）

杯身
（須恵覇）

杯9
（須恵霧）

蓋
（須恵醤）

嘉杯
（須恵謬）

甕

（須恵召）

短11J1壼
（須恵鰭）

杯身
（須恵器）

法鼠,., 形懇・翼整の符徴 色震

口伍 (12.0)口騒路約1/磁存．口繊珊部を丸く仕
灰色

上げる。

口怪 (10.2 口縁隠約1/ヽ残存．受撼11丸く仕上げ
灰色たらあ，，り膏1.0る．

口径 02.4)口縁饗約Iは/◄水残平存に．たらあがりは内傾 灰 色たらあがり勘.9し、受邸 のびる．

天井111回転へうケズ.,. 灰息色

靡高 5.1 
匹 譲は下方にのびる。 灰色

庭往 (7.◄)

口径 20.0 尉郎外澗平行ククキ．内面同心円文
灰色

纏高 '7.6 ククキ．底郎に他の破片釉苔．

尉狂 11.0 
頸郎を欠損する．底院不定方向ナデ．

灰 色
砂拉多量に含む．

寇径 (9.0)illl台付さ杯＆。高台部は外鋼9こハの
灰色

字に開く。

(11: 揖座

焼成 霞写遺真物覺登鰻録量蓄号号

言過 節・1022

贄通 86•1023 

苔 ll 86-1020 

抒過 86・1021 

行通 86•10'2< 

曹通
蹄碗

90• 1$33 

普通
邸・1025
900521 

愕過 86-1026 

潤査区の束側に位腹し南西13mには主軸をほぼ同じにしたSTOIO古墳が、東!OmにはST

012古坑がある。墳丘、石室上半部は削平をうけ前門部に閉塞施設が残存する。内部主体は複室

袖型の横穴式石室で、石室西側の項丘盛土内から遺物が出土している。築造時期は小田編年IU

B新段階期で追葬はV1期までなされる。

(2) 内部主体

複室両袖型の横穴式石室である．主軸をN45、Vにとり附東の斜面に向かって1l11ロする。墳丘

はすでになく石室も天井部を欠失する。前門部に閉塞施設が残存する。

石室平面形態は玄立は長方形、前立はやや幅広の長方形で、天井石を架構する羨道は連接しな

く前庭側壁をつくる。規模は石室全長4.Sm、玄室中央長2.75m、中央幅2.15m、前室中央長1.0

m、中央幅1.75mを測る。

奥壁は腰石に1.5X1.2m程の割石とその西側に0.5X0.6m程の石 2石を配する。西側の小形
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II. 古墳時代の遺構と遺物

の腰石の上方には横長石材を 3段横積みする。左右側壁の石積みは類似する。腰石に1.4X Im、

l.3X0.6m程の方形、横長石材を両壁とも同じように配する。その上方石積みは左閲壁では隙

問に土を詰めており、石積みは横目地も通らなく雑である。

玄門部は左右袖石にl.lX0.6m程の柱状石材を縦位に立て、床i!iiには桓石 1石を配する。玄

門幅は0.8mを測る。

前至左右閲豊は腰石に0.9X0.6m程の長方形石材を横位に配する。上方は径30~40anの石材

を小口積みする。前門部は袖石に玄門袖石よりひとまわり小さい柱状石材を立てる。前門幅は

0.75mを測る。床面には恒石を配するがこれを根石として閉塞施設をつくる。 0.6X0.8mの板

状石を前門に蓋をするように立て、その外側に径20~30cmの転石を前庭側壁いっばいに積み上

げる。残存高は約 Imを測る。

(3) 出土遺物

左前庭側壁西側の瑣丘盛土内か

ら359、367、374、384、385が出土、

367が古墳築造時期を示す土器で

ある。他は前庭側限部や墳丘表土

からの出土が多い。鉄器は出土し

ていない。

wos·u~1 

須恵器

杯蓋は C類 (357、358)E類 r 
(360、361、362、364)杯 必は B類

(365、366、367)E類 (368、370、

371、372)がある。 8類は杯身、 C

類は杯蓋のみとセットにかたより

がある。また0類は杯蓋 ・身とも

出土していない。 357、3581よ杯蓋、

359は蓋、器壁が厚く口唇部内面に

沈線を有する。杯ではなく他器種

の蓋であろう。360、361は逆転蕊で

かえりがつき、つまみなし。 362、

364は宝珠つまみ付き蓋、かえりが

つく。363は本墳出土遺物のなかで

は最も新時期のものである。かえ

。

r
 0. 

✓ 

L
11 72
・史

m

L
 

o
-

2 m 

Fig.72 S TOll古墳石室閉羞状況 (I/60) 
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都谷遺跡
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Fig.75 STOll古墳出土土器 {I / ◄ 3831tl/8) 

りもなく口唇部は下方にのびる。つまみが付いていた痕跡有り。 365、366、367は杯身。口径は11

an前後でたちあがり高はl.l~l.3anを測る。 368~372は高台付き杯身、ただし369は377と胎土、

調整が似ており長頸壺の底部となる可能性あり。 373、374は磁。375、378、379、380、381、382は壺、

器形は変化に富む。 375、382は口頸部の形、胎土など似る。 378は口緑部が直立する。 376、377は

長頸壺、 377は底部高台となり肩部がはる。新時期のものであろう。 383は甕、 肩部の4ケ所に

角状把手が付く。胴部外面平行ククキ、内面同心円文ククキを施す。肩部内面に2条の沈線を

有す。底部は内側にへこみ、円盤状に器限が剥離する。 甕の製作工程上胴部中位から粘土紐を

臼c"ID 
● 2.S.. 

''"" I 

F'ig.76 STOii古填
出土石製品(1/2)

まき、最後に底部に蓋をするような感である。横瓶の製作工程と似る。

土師器

384、385は高杯。 384は長脚で385は短脚。

石製品

386は有孔石製品。前室右壁床面出土、滑石製。
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11. 古墳時代の遺構と遺物

Tab.12 S TOil古項出土土 器一 覧 表
（ ）は捲定

F(lPLヽ・Illl号l'I） 出土地点 器 楓 法量o 影態・Ill整の笥徴 色躙 焼成 霞四遺初丑曼鯰鯰奮蓄9号

74・357 STOii 杯壼 口径 11.3 
天井郎は平坦で鑢な回転へうケズリ． 灰白色 普通

邸• 1121
(PL.56) 墳丘喪土 匹器） 儲高ヽ．ヽ 901291 

•逗
STOil 杯董

口径 (12.0)口縁超約1/6/l存． 灰白色 曹通 86・1127 
墳丘衰土 （須恵儲）

-359 
頃S斤T誓O+Pii 蓋 ロ11 9.、醤壁は厚く、口＂馨内面に沈線を有

灰貧色 やや只
86-111< 

(.)  （須憲醤） 醤高 3.6 す。 幽 516

べ劫
STOii 杯董

口径 (10.4)口縁部約I/統曳存．かえりは下方にの
灰色 詈過 邸-11,0

周辺浅土 （須恵醤） びる。

•361 STOii 杯葦 ER怪 (12,0)天井部は平坦で、困転へ9ケズリ．
灰昂色 やや良

86-1132 
（り） 羨辺理土 （須恵彗） かえりは短い． 900519 

-.162 STOil 杯董 口伐 (12.0)宝珠つまみ付き。かえりは短く ．断
灰色 糟通

邸-11お
(.)  羨這攪土 （須恵Ill 器高 2.8 面三角影。砂粒を多く含む． 900520 

ペ沿3
STOii 杯董

口径 03.8)
天井部は若干!lit,かえりはなく、

灰黒色 苔過 邸・113<
蒙這哩土 （須恵器） 口縁疇郎は下力にのびる．

・364 
STOil 杯遍

出珠つまみ付き． 灰羅色 青過 邸• 1131
羨這遵土 （須恵欝）

-365 STOii 杯9
口径 10.7 底郎約2/3囲転ヘラケズリ．受JIii;!や

邸-1129
（●)  頃丘表土 （須恵Ill 器高 ... や外上方にのびる。ヘラ記号2ヶ所 灰褐色 曹過

901292 
たらあがり1).3に打り．

・366 
STOii 杯身 口穫 01.0)たちあがりは内傾し、受郭は水平に

灰色 愕過 邸•1124
填丘表土 （須恵醤） たちあがり員l.l のびる．

-367 STOii 杯身 口径 (10.8)たらあがり1:1内傾し、受部は水平に
灰色 情~ 過 邸-1115

墳丘鼠土内 （須恵器） Kちあがり轟1.2 のびる．

3総 STOii 杯身 口径 03.8)
高台付さ．底郷にヘラ記号有り． 灰息色 苔過

邸・1130
(/I) 羨ill埋土 （須恵醤） 醤 高 ヽ.6 細 18

・369 
STOii 杯身

嘉白付さ• Ill鑢約1/3残存． 灰色 曽通 邸 1136
羨這壇土 （須恵鵡）

-370 
STOii 杯身

高台付む底藁約1/5残存． 灰色 苔過 邸•1133
羨這壇土 （須恵彗）

・311 
STOii 杯9 高台付!.砂校を多く含む．底閉約

灰色 行通 訳;-1142
鳩辺表土 （須恵彗） 1/3残存．

-372 STOii 屈
高台付さ．底郎約1/~残存． 灰色 行通 邸-1141

周辺衷土 （須恵彗）

・373 
STOil Iii. 

口径 (12.6)口で紐縁郡曲約す1/3残存．口縁置とllillllの境 灰色 青通 86・1120 
墳丘表土 （須恵響） る．

-314 STOil lil 口餞 (12.2)瓢郎に鬱濱渡状文.JI藁に二条の沈
灰色 普通 86-1113 

墳丘峰土 （須恵醤） 器漏 Iヽ.2 線を庫す．砂粒を多く含u.
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都谷遺跡

沿t昂号 出土地点

74-375 STOii 
羨這壇土

~376 
STOii 
羨辺寝土

・377 
STOil 
羨還壇土

・378 
STOll 
墳丘表土

-319 
STOil 
墳丘表土

•拗 STOii 
墳丘表土

•381 STOil 
墳丘表土

75-382 
STOii 
周辺表土

・383 STOii 
(PL.So) 墳丘表土

- 38• STOil 
墳丘羅土

•羽5
STOii 
墳斤略t

12. S T012古墳

(1) 概 要

雹 糟

壼
（須恵器）

長攣壺
匹四）

長頸壼
（須恵1111)

壼
（須恵器）

壼
（須恵醤）

壼
（須恵器）

11!1 
（須恵器）

壺
（須恵器）

甕
（須恵1111)

高杯
（土晒器）

高杯
（土師illl)

（ ）は搾出

法量ca 彰懇・鯛整の特徴 色調 焼成 隕写遺真初登登鯰絨嘗看9号

口径 (10.2）口頸部約1/3残”・頸郡,t外反する． 乳白色 不艮 邸•ll45

口ll(IO.OJ 肩郎に鵬績列点文を三段算す。順薗
醤高 14.l に二条の沈線を藉す。

灰色 青通 邸-1117

胴径 08.6)
肩郎が1より．外反する頸椰がつく．
底部は高台か？

灰黒色 R 奸 邸-1139

口縁部は短く直立する．馴部外面ク
口径 (11.2)クキのちヨ コ.,.た内iii閂心円文ク 灰色 曹通 邸・IIZ3

クキ．

ロ匠 (22.2)口縁蟷邸を断面台形状におさめる． 灰色 静通 邸-1122

口径 (lo.6)胴郎外面カキ目躙整、内面ヨコナテ．褐色 やや良 齢・1126

口径 (22.2)口縁層部は断ilii方形に“さめ、沈繊
を籟す．

,1ll!I色 惰通 邸-1128

口極 (9.0)口1J1部約1/3残存。口頸郎は外反す
る。

乳白色 不 良 86-11•4 

口径 15.2 
口頸部は直立し、肩部の4ヶ所に角

狐・994
諮高 5-1.0

状把手がつく．騎郎外面平行タクキ 灰黒色 膏通
内面閂心円文クタキを島す．

90・1紐

長郭高杯の1111111!から杯懇にかけて残
存． 調皇不明鰈．

赤褐色 静通 86-1116 

匹存．高翼杯聾不の脚閉郎筐．から杯昂にかけて残 赤褐色 青過 肪-1119

調在区の西側で丘陵の西端に位置する。西10mには主軸をほぼ同じくしたSTOll古墳があ

る。 ST002古墳と同様に本墳構築に先行して、 L字形に本墳を区画するような地山掘削を行っ

ている。内部主体は複至両袖型の横穴式石室で、前室は天井石まで残る。前至から最終追葬時

の杯蓋・身とその直下から鉄鏃、 刀子、絞具が出土しており 2つの追葬面を確認できた。築造

は小田編年11IB古段階期で追葬はVI期までなされる。

(2) 墳丘 ・周溝

墳斤盛十 r半部は削平を受け周溝もつくらない。残存する墳丘盛土から墳丘径約12mと推定

される。古墳構築に先行しての地山整形は、 丘陵西端に本墳を区画するような平坦な墳丘荼底

面を掘削するもので、 STOIi古墳より約I.Sm低位訳に築造する。現状ではこの区画内の墳丘
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II. 古項時代の遺構と遺物

盛土は埋没していた． 断面で盛土が墳丘基底面から高さ約 Im残存しており、とくに奥壁側で

は褐色土を多用し盛土Jj1.位も細かいことが観察できた。また、 坑丘西側断面では盛土内に落ち

込みがみられ周溝かとも考えたが地山面に掘削がみられないし、墳丘盛土上に上方から土が流

れ込んだ結果と推定した。

(3) 内部主体

複両袖型の横穴式石室である。主軸をN22•wにとり南束の斜面に向かって開口する。項丘

頂部は削平を受け、玄室天井石は欠失するものの玄f'1栢石、前巫天井石は残存する。

石至平面形態は玄至は正方形、前室はやや幅広の長方形で前門部に閉塞施設が残存する。規

模は石室全長4.2m、玄室中央長I.Sm、中央幅1.9m、前室中央長0.85m、中央幅1.6mを測る。

奥壁は腰石にl.5Xlm程の角のとれた長方形石材1石を横位に配し、その上に 2段積み上げ

る。左右側壁は腰石にI..IX!m、0.6X0.6m程の石材を 2石ずつ大形石を奥撻側に小形石を前

門側に配する。その上方は横長石材を横位に3~4段積み上げるが、その石材は大小さまざまで

石組みも雑で横目地も通らない。腰石は垂直にたてその上から持ち送る。側壁残存高は1.7m

で、この上に 1、2段積み上げ天井石を架構したのであろう。推定天井高2.0m.

玄門部は袖石に1.JX0.6m程の石材を縦位に立てるが、両袖石とも土圧のため内に傾く。床

面には裾石を配し、袖石上には欅石を架構する。玄門幅!.Om、玄門高1.2mを洞る。

前室は左側壁 1石、右側壁は2石の石材からなる。前門袖石は玄門のそれと同大の石材を立

て、横長の転石を捐石として架構する。この前門梢石と玄門祖石の間に小形石材を乗せて前室

天井石とする。前門床面には2石

からなる据石を配する。前門幅1.0

m、前r・1高I.Omを漏る。

前門枢石を根石として閉塞施設

が残存する。これは径30--40cmの

転石を雑に積み上げるもので、残

存高0.6mを潟る。

前室右側壁測から高台付き杯と

蓋のセット 3組が出土している。

最終追葬時の供献土器であろう。

この他には鉄鏃、馬具、耳環など

も出土している。
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 Fig.77 S T012古墳石室閉塞状況 (I/60) 
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都谷遺跡
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II. 古沢時代の遺構と遺物
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(4) 出土遺物
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前室から須恵器杯蓋 ・身や鉄鏃、馬具、耳日などが出土している。前室において少なくとも

追葬面2面を確翌できた。鉄鏃、刀子、絞具(403、404、408、414、415、416)が出土した面と杯蓋・

身、鐙(389、390、391、397、398、399、411}が出土した面が上下の関係をもつ。

杯蓋 ・身では出土状況から391と397、389と398、390と399がそれぞれセットである。387、388は
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ご387ご388 こ主~389
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r屯.81ST012古墳
出土黄身具(1/2)

20cm 

Fig.SO S TOl2古墳出土須恵器 (II 4) 

墳丘を掘り下げていく段階で出土したものだが本墳の築造時期を示す土器であろう。

須恵器

杯蓋はA類(387、388)・E類(389)、杯幼はB類(392、393、394、395)・C類

(396)・E類(397、398、399)がある。 387~391は杯蓋。 387、388は体部と口縁部

の境に沈線を打し、 387は天井部内面に当て道具痕有り。 389は宝珠つまみ付

きで短いかえりが付く。390、391は宝珠つまみ付きでかえりなし、口唇端部は

下方にのびる。この形式はE類の範疇にはいれてなかったが本墳の出土状況

からE類の時期には確実に出現していることがいえよう。ST002の90、ST0003の140、STOll

の363なども同形式である。 392~399は杯身。392~395は口径が12.2~12.4anでたちあがり高は

1.l~J.3cm。397~399は高台付き杯身。400は長頸壺の底部0 401は壺の胴部。 402は壺口緑部。
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II. 古墳時代の遺構と遺物
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Fig.82 S T012古墳出土鉄器 (1/2)

- 123-



都谷遺跡

鉄器

403、404、408は最終追葬時の供献土器の直下から出土しており時期をおさえられる資料であ

る。 B類の時期 (6C第4四半期）に副葬されたのではなかろうか．

鉄鏃(403~407)403、404は斧箭式。 404は鉾先が丸みをもつ。 403の全長13.7on。405は三角形

式． 閤扶で棘箆被を有す。 406はJlll扶柳葉式。 407は小形柳葉式。箆被なし。全長11.0on.

刀子(408)関部は両削りで茎部には木＂残存。全長 13.7on、身長8.8cm.

馬具

すべてilfl室出土。鐙(411)は最終追葬を示す杯蓋 ・身のすぐ隣で、同一面で出土している。時

期をおさえられる好資料である。絞具(414、415)は鉄鏃、刀子(403、404、408)と同一面で出土。

409~413は鐙本体。409と411、412と413がそれぞれ組みとなるのだろう。411は側板柳葉形で3

ヶ所に鋲を打つ。全長8.8cm、側板幅I.Scrn.414、415は餃具、鉄棒を楕円形にまわし刺金をつける。

414、415ともほぼ同じ大きさで全長9.3cm、幅4.2an。

装身具 耳JJ;l(416)緑甘がふき内側は金張りが残る。 鉄地金銅張り。

Tab.13 S T012・013古項出土土器一覧表
（ ）は措定

f (ilP~·Ill: 号ヽ）り出土地点 器 檀 法黛"' 形聾●●襲の特徴 色瀾 焼成 棗写真豆絨鍼奮雷号号

的・387 ST012 匹 口径 (15.0)天if部約3/<回転ヘラケズリ．体郎と 86・ 叩
(PL.56) 表土 （須恵器） 器高 ... 口縁郎の現に沈線を打し．内面に1"1 灰黄色 青通 901293 心円文の当て道A級布9,

-388 STOl2 匹 ロほ (13.6)天井郎不定1沖lヘラケズ＇）。体郡と
灰e 行通 邸-9ao

衰土 （須恵器） 醤高 • .O 口縁部の境に沈縁を存す．

・339 STOl2 匹 口径 13.8 宝珠つまみH~, かえりは短く断面
灰色 粁過

a;-認3Z
(II) 蘭宣右累 （須恵器） 魃高 3.2 三角影． 900373 

・390 ST012 匹 口復 15.8 宝珠つまみ付き。口縁溢感1:,万に
灰色 行通

おべ渇33
(II) 胸室右蟹 （須恵器） 薗高 2.8 のびる． 900374 

・笠I ST012 杯蓋 口程 15.0 出珠つ皇み付さ。口縁溢墓1がF方に
灰色 青通

節•胡腐
(/I) 前室右壁 （須恵ill!) 彗高 2.8 のびる． 900磁

-392 STOI2 杯9 口径 (12.2) 86-!lSI 
(PLふ1) 墳表 （須恵器） 醤高 3.9 底部粒/3回転へ9ヶズ')。 灰色 糟通 90tお4たらbがり真l.l

-393 
STOl2 砂 口程 (12.3)

駐部約3/•@転ヘラケズ9, 憧褐色 詈過 86-91!3 填丘盛土 （須恵蒻） たらあ,,,111.1

・394 
ST012 

（須砂恵儲）
ロ往 OZ.2)たちあがりは直立し、交隠Ii水平に

灰色 静通 86・ 瑯頃，，碍十 たちあがり富1.tのびる．

•蕊 STOl2 杯身 口佳 12.4 たらあがりは内傾し、交闇は水平に
灰色 青通 86-978 れ丘表土 （須息器） kらあが9菖 ，1のびる。

STOl2 杯g 口径 9.9 
-396 

llllt表土 （須恵器） 嘘高 • .O 底部ヘラ切り鴫し復不定方白ナデ． l!ll灰色 行通 86•9n 
r.:.らあがり齢9
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県褐~1 出土泡点
80-397 ST012 
(Pl.57) 嗣寇右蟹

398 STOl2 
（●）  鼻1空右壁

-399 S 1・012 
( .)  前立右璧

-•oo ST012 
前立環土

401 
STOl2 
墳「9碍十

・ヽ02
STOJ2 
填丘鍼土

85·•17 STOl3 
(PLふ8) 玄室床面

・<18 
STOIJ 
玄室堰土

-419 STOl3 
潟ill表

420 STOl3 
（＂） 玄室埋土

13. ST 013古墳

(1)概要

器 種 I法黛'"'

杯身 口径 l•.6 
(ll1J!!lllll 器高 S.6 

杯9 口径 14.2 
（須恵嘉） 器高 S.1 

lfA 口復 tu 
（須恵器） 醤真 5.6 

投頸壺
（須恵醤）

壼
尉径 (IS.6)

（須恵霧）

豆 口往 (2ヽ.8)
（須恵四）

杯身 口径 10.2 
（須恵鑓） 器高 3.< 

杯身
（須恵醤）

平瓶
口径 (8.6)

（須恵器）

長頸豆
口径 00.9)

（須恵器）

11. 古項時代の遺構と遺物

（ ）は僅出

影11!1・翼聾の符徴 色調 焼成 県写遺買窃置Jl鰊U壽書号号

高ti付さ.,lli台膠は短い． 明灰色 R 好
SS-3829 
900370 

店台付き．渇台圏は短く、口臼 Ii
明灰色 良好

85-3830 
外反する． 900371 

届古付さ。潟も悪II項い． 明灰色 R 好
ss-: 渇31

｀如

長頸壼の底郡．嘉台は邸が外にはね
灰色 良好 邸4渇I

る。

胴郭最大径は上位にあり、底邸は平
帽褐色 不凡 邸4渇7

坦。

口縁編部1:1万形におさめる。 灰色 只好 邸ぺ迅6

高台IH.高台郎,:短く下方にのび
鵬灰色 良好

邸・瑯

る． 如 98

高台開は断面三角形．飲費で｀ 瓦雹
灰貿色 不 且 邸-990

椀か？

平ぽか提瓶の口頸砒 〇縁郎で内鋼
橙褐色 抒通 邸-~1

に少し屈曲する。

頸郎,:外反し、口縁輩駕,:,水平に外
灰黒色 静通

邸・9S9
に広がる． 幽 <99

調査区の北西部に位殴し東方約7mにはST014古項が、西方約15mにはST002古項があ

る。墳丘はすでになく、石室左側壁もすでに抜き取られる。内部主体はJ胆至両袖型の横穴式石至

である。出土遺物は少なく、築造時期を示す土器はない。追葬は小田編年VI期までか。

(2) 内部主体

単室両袖型の横穴式石室である。項丘は既になく左側壁も抜さ取られており、部分的に腰石

が残るだけである。

主軸をN20'Wにとり南東の斜面に向かって開口する。玄門から南へ 4mいくと急斜面とな

る。 左側壁が抜き取られており石室平面形態および規模は床面にのこる根石から推定した。玄

室平面形は方形で羨道部は連接しない。 玄門閉奉であろ う。規模は玄室中央長1.9m、中央幅2.1

mを測る。残存壁石は臭壁腰石にl.4X0.8mの横長石材を横位に配する。右側壁はl.3X0.9

m、0.5Xlmの石材2石を配し、その上に 1段のみ石積みが残る。玄門右袖石か右前壁になる

か不明であるがl.2X0.4mの柱状石材を立てる。床面には径50cm程の扁平石を部分的に敷く。
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Fig.83 S TOl3~019古墳墳丘図 (l/250)
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II. 古墳時代の遺構と遺物
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Fig.84 S TOl3古墳石室 (I/60) 
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Fig.85 S T013古打出土須忍器 (I/4) 

(3) 出土遺物

須恵器

417は杯身、高台付き。口径10.2cmでE類より新時期のものであろう。石室内で玄門近くから

伏せた状態で出土している。 418は焼成は須恵器であるが器形は瓦器椀である。 419は平瓶か提

瓶の口縁部。 420は長頸壺の口頸部。

14. S T014古墳

(!)概 要

調査区のほぼ中央に位四し、西方約7mにはST013古墳が、北東約llmにはSTOIS古墳が

ある。坑丘｀石室上半部は削平をうけるが、瑣丘盛土内に列石を配する。内部主体は単室両袖

型の横穴式石室で玄室内から多くの装身具類が、羨道左閲壁や項丘南西部から多くの土器が出

土している。築造時期は小田編年）11B古段階期で追葬はV期までなされる。

(2) 墳丘 ・周溝

墳丘盛土および石至上半部は削平をうけ、周溝もつくらない。 墳丘盛土上に列石を配する。

石室掘り方は隅丸長方形で、奥壁債は腰石が大形であることもあって掘り方も広く 、緩やかに

掘り込む。古墳構築に先行しての地山整形は瑣丘東側や北側で平坦な墳丘基底面および墳丘保

部を削り出し、この墳丘碁底面に褐色土を50~60an盛り上げ列石を配する。列石は玄至中心から

半径約2.Smで奥壁側に半周巡らす。石材は大小さまざまで配し方も雑然としている。また、列

石南西部で墳丘祭祀であろう供献土器が出土している。
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II. 古項時代の遺構と遺物

(3) 内部主体

単左両袖嬰の横穴式石当である。主軸をN

7・£ にとりほぼ南に向かって開口する。坑

丘、石室上半部は削平を受ける。玄門から南へ

約 6rnいくと急斜面になる。

石室平面形態は玄室が正方形で、主軸がや

や東にふれる平面長方形の羨道を連接する。

規校は石室全長3.55m、玄室中央長2.05m、中

央幅1.95mを測る。

奥壁は腰石に2.0Xl.lm程の厚みのある

巨石 1石を横位に配する。左側壁は腋石に

l.4X0.4m、0.8X0,3m程の横長石材2石を

横位に配し、その上方は腰石と同大かやや小

、A

。
10an mo Fig.86 S TOl4古墳墳斤怪t内遺初出土状況(1/20)

ぶりの横長石材を 3~4段横積みする。右側壁は腰石にl.2X0.8m、0.7X0.4m程の石材を横

位に配する。奥壁と側壁の隅角は腰石部で側壁を挟み込むように配四されており、腰石の上から

は互いに頂なる三角持ち送り法を用いている。玄当床面は径20~30cmの礫を敷き詰める。

76.60m 

I. 絹褐色土
2. 茶褐色土
3. 暗褐色土
4. 黄褐色土
5. 淡黄褐色土
6. 灰褐色土
7. 褐色土
8. 暗茶褐色土

76.60m 

。
2m 

Fig.87 S T014古項項丘土層図 (I/60) 

-129-



都谷遺跡

C506 

6
6
1
 

ヽ ,;1 
．
 

soo
o
 

ヽ
501 

7ヽ0

i
 

8
.
 

ヽ

爛

6
4
.
 

面。
がヽ
g`

463 

＼
 

.... 
•山,,., ... ... 
... ヽ・

m 血t叫'Jlo•N •6>?.. .,,,.., / 
,,. 書"'

(
O
 

｀` 磁 ？

8
l

-
)

店
お
廿
ヨ

蕊
U
糊
旧
誓
忙
t
I
O

↑S
箆．
8
1
J

•33 

＼
 

~\ 

。
Im 

-130-



II. 古墳時代の遺構と遺物

。
2m 

Fig.89 S TOl4古墳墳丘列石 (1/60) 

玄門部は角ばった直方体形の石材を横位に配して袖石としそれぞれの面を玄室前壁と羨道内

面とする。この袖石の上に不整形の扁平石材を 1段積み、その上に相石を架構する。玄門幅は

0.6m、玄門高は0.7mを測る。玄門床面には長さ50an程の石材を 2石横位に配して枢石とする。

羨道左側壁腰石1こ0.7X0.7m程の方形状石材2石を配するが南側の腰石は内側に倒れる。右

側側壁は削平をうけて腰石も残らない。現状では羨追部のどこまで天井石が架構していたか不

明であるが左側壁下から須恵器が、右側壁側からは鉄鎌が出土していることから側壁腰石が配

されるところまでは天井石はあったのではなかろうか。

玄室内から多くの装身具類が出土している。

(4) 出土遺物

玄室内からは多くの装身具類および鉄器が、羨道左側壁からは須恵器の杯蓋 ・身、平瓶(424、

425、426、427、428、429、433、434,435.436、437、456)、墳丘南西部の盛土内からは須恵器(422、430、

443、449、450)が出土している。玄室内出土の装身具で切子玉、管玉、角玉、丸玉、耳環、勾玉

(473、474、475、476、477、478、479、480、483、484、485、486、496、497、503)は一ケ所からまとまって

出土している。
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Fig.90 S T014古槙石室 (1/6-0)
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II. 古墳時代の遺構と遺物

戸 422 戸二亡竺~423

／ーー二 424 三ゞ425 三 426

至 427 戸 428 ニ弐~429

し」づ；。 ~-~431 
＼ ！弓ク:32
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"'--ーロ~33 \:_-::L』~34 し土435

"'-Y436 
し上』437 ＼し} 438

＼ーし-が39
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Fig.91 S T014古墳出土須恵器 I(I/ 4) O
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Fig.92 S T014古墳出土須恵器2(1 / 4 450,◄51 は I /8) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

454 

竺))._

455 

已 457 こ~,458 ~ 459 

勺
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二:I 三 茎 460
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Fig.93 S T014古墳出土土器 (J/4)
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祁谷遺跡

須恵器

匹はA類(421.422)・B類(423)・0類(424、425、426、427、428、429)、杯身はA類(430、431)・

B類(432)・0類(433、434、435、436、437、438、439)がある。C類は杯蓋 ・身とも出土していない。

421~429は杯蓋.421、422は口径12.&m、器高4.2~4.6cmでA類の法量としては若干小形である

が421は口唇部内面、体部と口蘇部の境に沈線を有することなどから A類とした。423は約1/2残

存し、焼け歪む。424~429は宝珠つまみとかえりが付く。口径7.6~7.0an、器高2.6~3.0an。器形、

法況とも類似する。424-425、429は天井部に自然釉付杓。430~439は杯身。430、431は口径11.9cm、

器碍3.9~4.3cm、たちあがり窃l.2~1.3on。431は底部内面に当て道具痕打り。432は口緑部約1/

3残存、たちあがり裔0.9cmを測る。433~439は逆転杯身、口径8.0~9.0cm、器高2.5~4.0cm。434、

439は厖部回転ヘラケズリ。433、435、437は底部ヘラ切り未閲整.439は底部丸みをもちナデ仕上

げ。出土状況から426と436、427と435、428と434、429と437がそれぞれセッ トとなる。

440~443は硲杯。 441は長脚二段三方透かしを施す。442は体部に一条の沈線を布し、脚裾部は

断面三角形におさめる。443は杯部口径32.如nと大きく開き杯体部で弱く屈曲する。444は短類壺、

甘J , 464 

立

.-, 463 

＇ 戸勇
I 470 

::Ji- 月ヽ
468 

I 

'・!....、 ， 几~: £1 
--i \31 ~ 

469 

--疇... ー..; ミ’

Fig.94 S 1'014古項出土鉄盤 (1/2) ゜
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u. 古れ時代の遺構と遺物

口頸部はやや内傾する。445、450、451は甕.445は口縁部約1/l残存する。450と451は器形が類似し

胴部外全面および内面全面にククキ痕有り。446~449は壺。448は胴部円筒形でカキ目調整を施

す。底部不定方向ヘラケズリ、他器種の可能性あり。449は底部内面に特に強くタタキを施し器遺

がへこむ。452、453は恩、454、455は提瓶、どちらも屑部2ケ所に把手を付け、胴部前面はカキ目調

整を施す。456は平瓶、頸部に一条の沈線を施しぷ1部は丸みをもつ。自然釉がかかる。
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都谷遺跨

土師器

457、458、459は杯蕊。 457、458は口緑部で屈曲する。 457は内面黒塗り。 458は赤焼きの須恵器

か。 459は口縁部外面に沈綜を施す。内外面焦塗り。 妬0は高杯脚裾部。赤焼きの須恵器か。 461

は甕、口縁部約1/3残存。

鉄器

鉄鏃(462~466)462は圭頭式、鏃身基部以下を欠損する。 463は陽扶長三角形式、全長10.7cm. 

464は腸扶柳葉式。465は三角形式、OO部不明瞭。 466は柳葉式。

刀子(467~470)467、469は把元金具が残る。どれも関部は不明瞭．妬9は全長9.2on、身幅0.9cm.

鉄鎌(471)羨道右側偲出土．括部を折り返す。全長14.5cm、身幅2.7cm. 

装身具

472~478は水品製切子玉．側面12面体で表面J以g耗しており中央の稜は不明瞭．長さ 1.9~2.7

cm、幅1.4~1.San。479は管玉、貿土色で材買不明。 480は角玉、立方体で薄緑色。ガラス製か。 481

は扁平玉、算盤玉形で水品製である。 482~486は丸玉、 482~484はメノウ製• 485、486はガラス

製か。緑色である。 487~495はガラス小玉。487~490、492は群青色。 491は青色。 493~495は青

緑色。496~502は耳現、 499は幅3DIIの金の帯を巻さ付ける。部分的に緑育がふく。他は漆黙色

で498、501は部分的に緑行がふく。 503は勾玉、緑色で硬玉製。 504は有孔石製品、滑石製で表面に

刻み目を入れる。 505は行銅釧、推定径6.2an。外縁に刻み目を入れる。

Tab.14 S TOl4古墳出土土器一覧炭
（ ）は塁径

Fcin•·n~ ●> サ出土地点 器 櫨 法 量cm 形繋 ・賓霰の符徴 色調 燒成 1111写遺真扮登登＂絨奮蓄号り

91-<21 S'I'OI4 If董 ロt112.8 体部と口縁部の墳に沈隷。ロ!11111内
灰色 良好

記3邸5
(PL.5a) 墳年 （須恵器） 醤高 4.6 面Iこ部分的に沈線を有す。 900315 

-,22 STOl4 匹 口径 12.8 天井毎は平坦で回転へうケズリを厖
灰白色 行通

紀-3670
(.)  墳丘一枯 （須恵雑） 器渇 4.2 ず．砂校を多く含t,, 900297 

-423 STOl4 
（須杯恵董醤）

口径 (14.0)
天井鴨回転ヘラケズリ。焼I/盃み大． 灰昂色 不 良 85-: 給54

墳丘列石 器高 (3.2)

· •124 ST014 杯'II Cl径 7.3 宝珠つまみ付e.かえりは短い．天
灰褐色 普通

絡・3674
(II) 羨道壁団 （須恵醤） 1111高 2.9 井聾に日然軸と他破片付着． 呻 I

•425 S TOl4 杯五 口往 7.1 宜珠つまみ付き．かえりは阻く内傾
灰褐色 曹通

85•36n 
(.)  霰道鸞面 （須恵醤） 醤高 2.6 する．天井部に自然釉付着． OOO公B

-426 ST014 杯瀧 口径 7.6 立珠つ3み付さ．かえりは鋭く下方 85・3676 
灰色 良好 900刃3

(II) 負逍左鼻曼 （須恵塁！） 閥高 3.0 にのびる。 900双H

・427 STOU 杯葦 口径 1.4 ：以珠つよみ付さ．かえりは現く内傾 85・ 紐

< Q ) 侵遍左舅鸞 （須恵笞） 儲高 2.8 する． 灰色 且好 900308 
匹 9
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II. 古墳時代の遺構と遺物

（ ）は推定

F(IiPL• I僭引ヽ号 出土地点 1111 槽 法量o 彩慧 ・調整の特微 色躙 焼成 閉

91-428 ST014 
（須肝恵董笞）

口径 u 出珠つ拿み付さ．かえりは短く内傾
85-寧

(PL.58) 贄這左贄豊 1111高 Z.8 する．
灰褐色 賛通 900311 

900312 

-•29 STOI< 杯董 口紐 1.0 宝珠つまみ付き。かえりは短く内傾
灰褐色 曹通

85・3618 
( .)  贄渭till!、' （須恵醤） 器高 3.0 し、天井感に自然釉付着． 900306 

-•30 STOI< 杯身
口程 11.9 

庭部約3/耗3転ヘラケズ9,も泣を多 85・3671 
( . ) 墳丘一枯 （須恵醤）

彗高 4.3 
く含む。

灰色 曹通
幽 298

たらあがり員1.l

·•31 STOI< 杯9 口往 11.9 
底細4回転ヘラケズリ．内面当て お•珈

( . ) 墳斤幅十 （須恵1111) 醤高 3.9 
道痕あり。

灰色 良好
900314 

たらあがり菖l.l

-432 
STOl4 

（須杯恵9欝）
ロほ 11.1 口縁部約1/3残存．たちみがりは強く

灰色 静過 85-珀 1
墳斤岱十 たらb•'?勤.,内傾する．

-433 STOI• 邸 口a 8.2 
底那へう切り宋肩整． 灰褐色 只好

記・3613
(p)  羨遺塁面 （須恵器） 醤illi 3.,1 勁珈

・43ヽ ST014 杯身 0径 8.4 
鰐闇平坦で回転ヘラケズ，)． 灰色 良好

記・3銚3
(")  欝渭行胄薯 （須恵讐） 蒻高 3.1 900313 

-, お STOl4 杯g 口径 8.0 駁1111ヘラ切り未調蔓． 灰褐色 青過
85-碑 I

(II) 貴遍左鋼雙 （須恵器） Ill高 3.5 900310 

・436 STOlヽ 杯 口ほ 8.5 
応部は丸昧をもちナデ仕上 げ． 灰色 只好

邸-3677
(N)  晨覺 （須恵器） 醤111i ,.o 知 J(I,

-437 STOI• 杯身 0怪 8.% 駅響へう切り慶 し未躙雙・底響に磁
灰褐色 曹遁

85・36;9 
(/I } 贄渭行傭9 匹器） 霧高 3.? 破 t-1着． 匹？

.、38 ST014 杯身 口佳 9.0 
窮鵬静止へ9ケズリ． 賞灰色 糟通

85-3649 
(. ) 墳丘列石 頃恵1111) 1!11高 3.l 細 87

-4:19 S 1'014 杯R 口径 8,9 
底昴へうケズリ． 明灰色 書~ 通 85-3648 

墳丘列石 （須恵器） 鰭高 2.5 籾 113

•••0 
ST014 高杯 底径 (6. ◄)

応杯脚部外反しながら謝聾につづ
灰色 J~ 好 85・ 泣

墳丘盛土 （須恵器） ＜．ナデ躙璽． 900と90

—ヽヽ 1
STot, 高杯

庭径 (10.<)長脚二段三万透かし・目然釉が部分
灰白色 普通

お3 磁 I
墳丘表土 （須恵醤） 的に量下。 900腐9

・442 STOI• 高杯 口径 9.2 体は部断磁にi一条の沈線を鰭し、 脚裾躊郭 灰色 費過
邸 ・“追6

(PL.59) 墳列石 （須恵酋） 器高 9.3 三角形におさめる． 細 316

-• ヽ3 STOI< 高杯 口径況.. 屈部で弱く屈曲 し、口縁郎へ大き
灰色 惰通

86・ 函
( .)  墳丘一括 （須恵器） 器高 15.0 （広がる．砂泣多く含む． 900497 

-m STOl< 短頸壼 口径 2.8 頸郎は短（内傾する．庭郎回転ヘラ
灰黒色 良好

訳r碑

墳列石 （須恵彗） 器高 5.3 ケズリ． 900瑚
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昴谷遺跡

i)は推定

県褐9出土地点 鎧 種 法量O 形態 ・翼整の符徴 色鯛 焼絞 璽写遺真窃量登鯰鯰書冨号号

92-≪s STOl4 甕
口径 (23.8)

買鵠外面平行クク...内面日心l'l文
灰色 胃週 記・蕊9

墳 （須憲塁） ククキのらナデil'Iし．

-•46 
STOl4 壼

口t1 15.6 
＂部は丸疇をもち外反する頸部が つ

灰白色 不良 邸•綴5
墳丘 （須恵醤） く。外面カキ目調整。

-447 
STOl4 ft 

＂認約 1/5残存。外面カキn胃整。 灰色 青過 記•おss
墳丘宍土 （須恵因）

・4'8 
STOIヽl 壼

胴径 21.2 
尉節円儒形で、外1111カキ目胃整今底

灰白色 胃過 邸3 函 9
羨道 （須恵醤） 廓不定万ヘラケズ＇I．

STOl4 毀
丸魁で球形の胴諏外面平行クタ＊

・449 胴琵⑳.2 のちカキ El•上霞霰半．饗底Ii郎内面に日心円 団褐色 青過 85・3667 
墳丘ーIii （須恵塁）

文ククキ． ナデ消し．

-450 
$TOl4 皇 口往 (24.ヽ）外弼仝面平行ククキ。内面全面問心

灰色 ＂通 86・996 
れ丘一括 (ll'(恵鵬） 醤高 46.0 円文ククキ．

-m STOI< 甕 口径 20.4 
騎匿最大径は上位にあり、外lllf全1ll

邸-997
格子目ふうタクキのちヨコナデ。内 灰色 膏通(PL.59) 墳丘 （須恵四） 1111高 (48.0)
Ill全面悶心円文クタキ．

90・1535 

93•452 STOl4 鼠 口径 8.0 〇唇郎It面とりされ列る．点頸文賽を籟に櫛す．描 灰黒色 良好
85・ 磁 7

(.)  墳丘,,1石 （須恵冨） 四高 II.? 波状文.1111111に蜀播 901函

·•53 STOJ.1 駄 馴感約1/3残存．二条の沈緯と鵬蝸列
灰黒色 精通

85-3656 
墳丘盛土 （須恵醤） 点又篇文． 姻沿2

·•54 STOl4 捻蘊 0径 (8.2 日蜀2グ所に把手がつく．胴圏カキ
灰白色 不 良 85ぺ臨

墳丘,11石 （須恵詣） 笞高 26.4 明鍼整．

・455 STOl4 炎辰 口怪{6.4) 馴fllll郡＂2 面~所は11にみ．燒成関の烹喪/.Iii?,灰貿色 不良
85・3688 

(.)  墳丘列石 （須恵雲） 1111高 18.6 角状把手がつく． 901296 

-•56 STOl4 平鼠 口径 S.6 肩11111丸みをbち、口頸部に一条の
灰貧色 只好

85-: 即 5
（ ●)  景這ど鷺曼 （須恵醤） 醤嘉 12.6 沈 を打す。自然釉付着． 900302 

・457 
ST0l4 董

口径 (11.2)体1l1で屈白する．内面鳳墜り． 褐色 青過 邸べ臨
墳丘列石 （土晒塁）

-,ss STOl4 葦
口程 !l4.0)〇騒繹で蒻<.lil曲する。 赤褐色 やや良 85・ 磁 7

墳丘表土 （土的1111)

-459 
STOl4 董

0縁 に沈線を布す。内外面黒塗り． 黒色 普通 85・ 寧
濱丘列石 （土晒醤）

・460 
ST0l4 

（土高託杯型） 揖磁部は下万にのびる。 か褐色 音通
85・ 滋 I

墳丘表土 蜘お4

-461 STOl4 壺
ロ往 07.7)口縁郎約1/3残存． 承褐色 不 只

邸う細

れ斤格＋ {:t的四） 900~ 氾
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11. 古項時代の遺構と遺物

15. 

(1) 

S T015古 墳

概 要

調査区の中央に位設し、北東!OmにSTOIS古填が南西!OmにSTOl4古墳が北方16mにST

017古項がある。石室上半部は欠失するが周溝、墳丘列石を有する。内部主体は南東に1i11ロする

複窒両袖型の横穴式石室で玄窒平面形態は正方形である。項丘盛土内、墳裾などから多くの土

器が、玄室からガラス玉、鉄器が前室から鉄鏃、鞘尻金具が出土している。出土遺物から築造時期

は小田編年IIlB新段階期で、追葬はV期まで。

(2) 墳丘 ・周溝

周溝外径約16mの円項である。墳丘盛土は瑣丘基底面から高さ1.3m残存する。平面形で玄室

中心が墳丘中心となるように設計されている。旧表土には花閾岩の自然石が多く露頭しており 、

墳丘西側は周溝が掘削しづらかったのか、あるいは削平を受けたためか周溝は沿失する。周溝

幅は2~2.5mで、深さ0.4m、断面は浅い三角形である。奥壁側の周溝はとくに掘削すること

なく平坦な墳丘基底面を作出するための地山整形にとどまる。墳丘列石は周溝の内側に沿って

墳丘基底面上に奥壁側に約1/3周巡らす。石材は径10cm程の小石を根石としてその上に径

0.5~1 m程の転石を配する。盛土の単位は細かく茶褐色土、黄褐色土を多用する。

‘ヽ

＊
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代

％
疇

/
）
 

2 m 

Fig.96 ST015古填墳丘列石 (1/80) 

- 141-



都谷遺跡

(3) 内部主体

複室岡袖型の横穴式石室である。主軸をN29-V-りことり南東に開口する。項丘、石至上半部は

削平を受ける。ば丘の奥壁、側壁側には列石を配する。玄室から南へ約2mで急斜面になる。

石坐平面形態は玄窒が正方形、前至がやや幅広の長方形で前庭偶隈を連接する。規模は石寇

全長6.3m、玄室中央長2.75m、中央幅2.9m、前室中央長1.2m、中央幅1.7mを測る。

奥盟は腰石に2.4Xl.8m程の巨石 l石を配する。奥壁と側壁の隙問には小礫、横長石材を横

積みする。腰石上方にはl.5X0.8m程の石材を横積みする。右側壁は腰石にl.lXI.Om、l.2X

0.9m程の石材 2石を横位に配し、その上に長さlm程の石材を横積みする。左側壁は腰石に

2.3X.l. lm程の巨石 1石を横位に配しその上に径50四程の方形状石材を積む。それぞれ腰石壁

面は整う。

玄門部は右袖石に1.2XO. 7m、左袖石にl.5Xl.Om程の柱状石材を縦位に立て、床面には根

石を配する。 玄門幅85cmを測る。前室左右側壁腰石はそれぞれ］ 石からなりその上に横長石材

を横位に配する。前l"J部は袖石に 1XO. 7m程の三角形状石材を立て、床面には枢石を配する。

前門幅0.7mを測る。前庭側壁は径5如n程の石材を左右側壁に 2~3石配するだけで特に積み

上げることはしない。

前室内部を掘り進める過程で腰石の上端、床面上約60anから径20cm程の礫がほぼ水平に面を

もって検出された。閉塞施 I 
設はすでに撹乱され、前「'J

部裾石付近には閉塞石が残

存する。

(4) 出土遺物

石室内では土器の出土は

ほとんどなく玄室からガラ

ス小玉 ・鉄器が、前室から

は鉄鏃 ．把頭金具が出土し

ている。坑丘盛土内、坑裾

など石室外から多くの土器

が出土している。

須恵器

輝はB類(506、507、508、

509、510)・D類(512)、杯g

は B類(515、 516、 517) •

7
 ノ

布分直垂の器

E
O
2
.
L
L
11
1

鉄は

．
 

o-
im 

Fig.97 S T015古墳石豆閉塞状況 (l/6-0) 
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II. 古瑣時代の遺構と遺物

／ ヘ磯
／ 窒 511＼ 

ミゴー;/s14

522 

ニ 526

~ 529 

r-戸¥532

Fig.JOO S TOl5古坑出土須恵器 I(I/ 4) 
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ll. 古慣時代の遺楕と遺物

.... 550 

/
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•• 
、

。
Fig.102 S TOl5古槙出土須恵器 3(I/ 4 芯11:1/8) 
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都谷遺跡

D類(514)がある。 506~513は蓋。 506は口縁部と体部の校に沈線を有す。 507は口昏部内面に沈

線、天井部内面に当て道具痕あり。 506、507とも A類の特徴を残すが法拭および杯身にA類が出

土していないことなどから B類とした。 508は天井部はT寧な回転ヘラケズリ。 509、510はヘラ

切り離し痕が部分的に残り、C類の可能性有り。 512は逆転森でかえりがつき、天井部はヘラ切

り離し未調整。 511、513は天井部につまみがつく。 511は有銀高杯の盗。 514~517は杯身。 515、

517は底部回転ヘラケズリ 、516は底部不定方向ヘラケズリ。 514は逆転身。 518は長頸壺の底部．

519~529は裔杯。519、520は布蓋高杯の杯部。521は長脚で三方透かしが入る。底部にヘラ描き

連続斜行文施文。 522~529は硲杯脚部。 522は長方形の透かしが三段四方に入り脚裾部に二条の

- ~~, 
6
 

ぉ
• 

．．．
 

•
9 

~l-558 こ);559 亨~56-0
占;f=~、・.561 

てコ 戸
t
9 二 ~563 

＝ミニ
~ 之:6

ミ~ 邸

ここ~5

お7

。
20an 

J'ig.103 S TOJS古項出土土器 (I/4) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

n ◎ 包→
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-, 息 区｝哨 没sn 578 

@ R ＠ 

゜
◎ @ 

゜゜゜
$ 

I I ， I I I I ， I I 

<li> 580c 鵠IR582c583 <t!l釦 Cll) 585。0 隣6 o 587 <.>588 o謁9
-- I知

Fig.104 S TOl5古墳出土鉄器 ・装身具 (1/2)

突帯を施す。底径21.0cmと大形である。 523は長方形の透かしが二段三方に入りカキ目調整を施

す。 524と526は形態が類似する。 526は外面焦色• 530、531は凪の口縁部。 532は壺の蓋。

533~537、539~545、550、552~555は甕。538、551、557、560、561、562は壺。甕、壺とも口縁部が多

くその区別がつかないものがある。口縁部形態にはいくつかのタイブがあり 、535と542、536と

540、539と541がそれぞれ似る。534、544、545は広口甕で外面にヘラ描き連続斜行文、櫛描波状文

を施す。 554は胴部形態、調整が他の甕とは異なる。日がはり頁部 2ケ所につまみがつく。頸部

は直立し口緑部は外反する。頸部には櫛描波状文を三段9こ施文する。胴部内外面はクタキ虹が

残らずナデ消す。色調黄灰f!l.546は長頸壺、547~549は謎.548、549は基部から口緑部にかけて

ラッパ状に開く。558は平瓶、559は短頸壺．

土師器

563は蓋。天井部は平坦でナデ調整を施す。 564~567は高杯。 564は杯体部は内誇し口縁部に

かけて外反する。 565は杯部は浅く大きく広がる。 566は杯部中位に一条の突帯がはしる。 567は

外面丹銹り。

568は縄文土器。浅鉢、口緑部で屈曲する。盛土内出土．
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都谷 遺 跡

鉄器

鉄鏃(569~573)569は斧箭式、鉾先は丸みをもち無箆被である。570は圭頭式、571は小形柳葉式

で片丸造。572、573は頸部．

鞘尻金具(574)釘二本を打ち込み木買部が残存する。全長4.0an、幅2.&m.

留金具(577、578)577は正方形で鋲を 4本有す。長さ3.0an、幅2.8an。578は長方形で半分欠相

する。577、578は鋲頭部は半球状。576は弓付属金具、579は不明鉄器、透かし孔を有す。

装身具

すぺてガラス玉、 589は管玉ふうである。 580~583、589は深緑色、 584、586は行色、 585、5881よ

薄緑色．

Tab.IS S TOIS古 項 出 土土器一覧表
（ ）は推定

Ff; PLI釈l'tヽl9 出土地点 認 糟 法量ca 形態 ・翼整の持滋 色翼 焼成 呪註甜い

100-506 ST015 匹 ロ1至02.6） 井体部郎回と0転縁へ繹9の視に沈線を打す。天 86・908 
(Pし61)証表 I須恵難） 霧高 •,6 

ケズ9,天井墾にへ9 灰色 庁通
記号有り．

901299 

-507 STOl5 匹 〇慢 (l◄ .O)
天井癒固eへうケズリ．口唇鄭内面

墳丘 （須恵囮） 蒻高 3.0 
に沈繰あ9.天井郎内illi~て道具痰 灰色 ff過 86-910 
あり．

-508 
ST015 匹 口径 (14.0)

天井部はT寧な回転へうケズリ．
墳丘表土 （須恵器） 111高 3.<

灰黒色 ややR 邸・911

・509 
STOIS 杯葦 口往 (12.0)天井部11へう切り離 しのち回転へう

填斤ヽ t内 （須恵儲） 醤高 3.7 ケズ リ．
灰色 静過 給・912

STOIS 
杯磁 口径 12.< 天井郎はヘラ切り鴫 しのち回にヘラ

-510 蟻土内

羨這匹綱
（須恵醤） 霧高 3.6 ケズリ．

貧仄色 青通 邸姻

•Sil STOIS 葦 口径 JU 出珠つまみ付き。 口縁蕩都1:1下方に

蜻6畢t内 （須恵緊） 醤渇 3.2 の1.fる．
灰色 青過 邸・901

-512 STD!$ 杯冨 口往 (8.0)天井郎ヘラ切り鴫 し宋翼整．かえり

墳土 （須恵聾） 扇高 2.6 は短く下力にのびる．
灰色 詈過 86・9Q6 

•S13 ST015 葦
つ直み付さ。

墳斤岱十 （須恵製）
灰黒色 愕通 鯰←914 

-51、STO!S 杯身 a往 (9.8)口縁郎約1/5残存．口縁圏は直立気昧

墳丘量土内 （須恵醤） 躊応 (3.2)で体部で屈曲する．
灰色 行過 綺 913

・515 STOlS 杯B 口径 02.6)
たらあがりは直立れ疇．庇饗約2/3回

（ ヽ') 爛丘璽土内 （須恵鰭）
1111高 3.6

転ヘラケズIJ. 灰色 精過
邸・902

たらあ¢り轟・'
9()1291 

-516 STOIS 杯身
口径 12.2 

C II) 墳丘表土 （須恵醤）
i111高 3.2 底隠不定万阿ヘラケズ リ． 灰躙色 青過

邸-904

たらあが9轟.I 9<11298 

STOIS 杯身
口往 11.4 

-517 
墳た璽土内 頃恵醤）

器ill 4.0 訳ft11回転ヘラケズリ． 灰色 やや良 邸-903
たらあがり裏1.2
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II. 古汎時代の遺構と遺物

（ ）は推坦

F(IP菖ll魯号●）り 出土地点 器 糧 法量cm 形懇 ・調整の特 色躙 燒成 鼠乃遺員物登塁録縁蓄書号号

100・518 
STOIS 壼

底径 (8.4)畏頸豆の好部．高台付さ． 灰 e不 良
86-915 

C区鳥溝 （須恵器） 的 10<6

•519 STOIS 布董高杯 口径 14.4 杯底響カキB属聾．鰐籐透かしが入
灰白色 詈過 肪-928

D区墳褪 （須恵蒻） たらbが9真I.I る．

-520 STOIS 
有蓋高杯 口径 JO.< たちあがりは造く内傾し、 杯IJIIIIに 邸•9'24

(PL.61) 盛土内
（須恵1111) ＇こらbが9裏1.0 カキ目調整を狐す．

灰白色 胃過
901300 

恢遺西側

-;21 STDIS 
高杯

隣郡三方の透連続か斜し行入文り給で改．杯．底駕にヘ 邸・939
墳丘D区 口径 11.2 貿灰色 贅通( . ) 
娼土内

（須恵1111) う播さ 90130•1 

-522 STOIS 
（須高ll!1f器）

”鵠三段四万透かし.J!II藩中位に一 86-930 
墳丘D区 駁径 (21.0) 貧灰色 不 良( I/) 
盛内

条の沈線。桝部1こ二条の突帯を算す． 901301 

・523 
STOI5 高1f

底往 (13.0)隣菖二段三カ透かし。脚郎中位に二
灰 色 普過

86~929 
墳丘表土 （須恵器） 条の沈線． カキH躙整を薦す． 901048 

-m ST015 高杯
駐往 12.0 

脚褪隠は、外反しながら広がり． 褪
灰 色 やや良

邸・41謁
墳丘 表 （須恵1111) 罐11111:丸くおさのる。 900595 

・525 
STOIS 

（須高恵杯磐） 既径 03.4)脚潟部はゆるやかに広がる． 灰 色 警通 86-917 
0区項裾

-526 STOIS 高杯
底往 ll,0 

脚祖Ill!は外反しながら広がる．外llll
黒色 惰過

貶i•3653
皐 Al!曇土 （須恵醤） 黒色の戯料盪おか． 細 I

も”
STOIS 裏杯

庇怪 C9.0) 
脚褐那は外反し広がり、編響ltilliと

灰黒色 やや良
邸-921

填丘表土 （須恵器） りされる． 901047 

、S28 STOIS 藁杯
底径 (5.2)脚裾部は外上万.:11)びる。 灰白色 普通 邸-919

墳丘表土 ｛須恵11.'l)

・S乃
ST015 高杯

蘇径 (8.3)脚詈嶋昂は浅 く窪"・ 灰色 鴨通 齢•918
0区墳捐 （須恵醤）

STOJS 
追 口縁部でゆるやかに屈曲する。外面

・530 墳丘D区 口径 (12.2) 灰褐色 やや只 邸・927
盛土内

（須恵鐙） 圏描波状文を籍す．

-Sll STOIS 蘊ト
口径 (8.2)ロ縁 !!Iii:直立し、外illlに二条の沈

灰黒色 惰 通 86・4740 
盛土内 （須恵四） 線を庫す．

STOIS 
葦 体部約I/滋存．天井鄭回転へうケズ

・532 填丘0区 明灰色 そ通 邸・923
盛土内

（須恵彗） '}, 

101ふ533 STOIS 甕 口縁l'l!li外鋼に肥厚し． 端郎外面に
灰白色 不良 86-940 B区周襴 （須恵器） 二条の沈線を庫す．

STOl5 
甕-534 盛土内

（須恵Ill)
ロ縁郎外1lli慟描波状文籟文． 灰色 やや良 86-968 

羨道西側

-151-



都谷遺跡

. . -・..

F!UPL費●,昌19 出．也紐 器 種 法黛0 形態 ・躙聾の持償 色調 焼成 県写遺真初登登餞鯰書蓄号号

101-535 STO!S 甕
口縁編笥は断面三角形状にぶさめる．灰色

尉頚員讚土 （須恵醤）
欝追i 86・90 

・逗
STOIS 甕

口縁編饗11外上方に屈曲する．B公 糞 （須恵四）
灰色 舒通 給-944

ーぷ7 S1'015 甕 口頸繋は外反する．口畠端部は沈縁

填 DB費 （須恵霧） を籟す．
灰色 良好 邸・9<5

・逗
STOIS 壼 0111'邸は外反し、 口騒珊郎外1i1に一

島色
填 土叩 （須恵雲） 条の沈線を嵐ナ．

詈過 86・970 

-539 ST015 
（須皇恵望） ロ匹謳を断面万形におさめる．

霰這西側
晶色 青通 86・946 

-5-40 STOIS 甕 口縁響で外上方にlllilllする．外面黒

D区墳潟 （須恵醤） 色、内面貧仄色．
黒色 行通 86-9'3 

・5<I 
STOIS 甕 0縁蟷郷を断面台形状におさめる．

C区悶溝 （須恵置） 砂粒を多く含む．
黒色 書通 邸・9ヽ7

・542 
STOIS 

（須甕恵冨） 口繊織毎を!fiilli三角形におさめる．
墳丘紅

明灰色 仔 通 邸•41<2

-5'3 
STOIS 甕

ロ縁部を断面方形におさめる．
D区績Ill （須恵霧）

黒色 召通 邸 969

•54' STOIS 甕
口径 (16.0)

頸郎外面に連続ヘラ襦斜行文、その
灰黒色

填丘B区讀璽 （須恵彗） 上下に沈線を崖す．
やや且 86-967 

-545 ST015 甕
ロfl 18.6 II[郡外面に三段に蜀繍披状文を籍す

A区墳揖 （須恵醤J 灰褐色 囀通 86•951 

・>16 STOIS 及頸壼
0径 6.0 

頸郭にカキ目躙覧のち中位に五条の 86-936 
(PL.61) B双翼 （須恵霧） 沈線を籍す．

明灰色 詈 通
901050 

-S47 STOIS 嵐
頸部のみ残存．外面カキ日鯛塁．

叶頂賣璽土 （須恵霧）
灰色 青通 86・9. ぷ

-5<8 STOIS lil 
口径 9.0 

ヵキ目調整のち鸞描列点文を二段に 狐-9鵡
( /I) 皐 D区紅 （須恵霧） 厖．

灰色 やや只
900495 

・549 ST015 
r,. 

口径 10.6 
頸郭下半にカキ目躙蟄．中位に●艤 邸・937

( I/) （須恵雲） 列点文を誕文．
灰色 詈通

901斑

102-550 STOIS 甕
ロ縁 11i1を上1iに1よね上げる．尉圏

墳表土 （須恵鱈）
口径 (20.6)外111平行ククが内i1i1同心円文クク 灰色 弓通 邸-971

キ．

・551 ST015 壼
胴邸外面格子目ふうクタ+.内面同

C区娼講 （須恵彗）
口径 11.6 心円文タク"'・口縁編郷1よ外鋼に肥 灰白色 やや良 恥-,1ヽ3

厚する．
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II. 古墳時代の遺構 と遺物

（ ）は撞定

rI;P,L.奮f!C号ヽ｝9 山土紐 儲 種 怯量"' 形ll!l・翼整の特徴 色潤 焼成 駁写遺買苔登豆録鯰雷書り号

102・552 STOl5 
（須甕恵営） 口径 (23.Ol IM部外面平行タクキ．口“鱗鐸は断

c区凧潤 面台形．
灰黒色 愕過 86-913 

ぺる3 STOIS 
（須史恵醤） 胴伍 .5.6

嗣郎外面格子8ふうクタキのち薦分
邸-3726

(PL.61) B区属潰 的にカキ目翼望を謹す．
灰色 青過 9014切

901490 

4 忠 STOIS !I! 
嗣郎内外OOナデil'Iし．頸廓三段に櫛

(PL.62) B区Jill漏 （須患醤）
口径 (31.6)描波状文を施文・-"部につまみを有 貴灰色 やや只 86-999 

す．

•お
STOIS 

甕
胴部外面格子Bふうクタキのちカキ

(PL.61) C区贋溝
（須恵醤）

D往 23.0 目閥蟄・ロa端部外面に二条の沈線 灰色 やや良
86•901 

屈色虹 を有す．
901591 

103臨 cS区員T構O壇IS （須良恵順1111) ロ佳 (11.6)0縁部から胴部1こかけて約1/3残存．
灰黒色 惰通 86・975 

胴部カキ目鯛整．

-557 ST015 壼
口ll¥(12.0) 口縁郡Iiくの字形に屈曲する。 贄灰色

墳丘表土 （須恵器）
糟過 邸-9ヽ2

STOIS 
半瓶

→斑 墳丘D区
（須恵醤）

□ !l¥ (5.7) 胴閉欠捐． 灰白色 書過 邸・950
盛土内

・559 
STOIS 

（匹須恵壼1111) 尉怪 8.6 
口頸1l11を欠隕する.l'Iがはり、底那 以M48

B区嬌溝 は丸みをもつ．
灰色 惰通

900181 

一劾
ST015 壼

ロ往 (9.0)口馳感1:直立する.Ill部に9 ケヽ目躙
項丘表土 （須恵器） 整

橙褐色 普通 86-4739 

・561 
STOIS 壼

0径 (8.4)ロ縁 i;I直立気棘．肩郎カキH調整，明灰色
B区鳥溝 （須恵嘘）

膏過 紡 ・9'9

•562 STO!S 豆 口往 (15.0)口頸恙は外反し、鱗部を丸くおさめ
鍼土内 （須恵器） る．

紐色 不良 86•4741 

•緊
STOIS 萱

口佳 (20.0)天井愚は平坦。ナデ鯛整． 明褐色
墳丘喪土 （土邸器）

そ通 以;-933

・564 STOIS illl杯
ロ程 (22.8)杯体聾と口縁部に一条の沈線が入る

86-4732 
(PL統） 墳Ji盛土 （土師器）

斜檜色 骨通
的1051

→応
STOlS 稟杯

口窪 (30.0)暉は桟<.-}{.$く広がる。外圏丹
墳褐 （土誦醤） 塁り．

赤褐色 普通 狐・93<

-566 
ST015 高杯

口径 (17.2) 杯体邸に一条の突帯が入る．
墳丘表土 （土記覇）

明褐色 言過 訪・932

-567 STOl5 潟杯
厖ほ 19.0 

匹部は．ほぼ水平に広がる。外董i 邸 935
( .)  墳樹 （土晒Ill> 丹量り．

灰白色 行通
901302 

→睾
STOIS 浅鉢

口径 U.6 ロ縁で屈曲する． 褐色
邸-931

盛土内 （縄文土器）
費 通

叩10,&9
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都谷遺跡

16. S T016古墳

(ll概要

調査区の北西に位磁し、南方!Sm、概高7m下にはST002古墳がある。坑丘、石至上半部は

削平をうけ、石室構築に先行して奥壁後方に地山整形を行う。内部主体は南方に開口する単室

両袖型の横穴式石室である。出土遺物は羨道入口右側の墳祖などから須恵器が、玄窒内から鉄

器、装身具が出土している。築造時期は小田編年IV期で追葬はVI期まで．

(2)墳丘 ・周溝

沢丘盛土は削平を うけ、周溝も掘削しない。従って墳径もわからないが大方9~10mと推定す

る。石室掘り方は玄門側がすぼまる楕円形で、墳丘東側では2mちかく掘り込む。石室構築9こ

先行して平坦な項丘苓聡面を作出するため奥壁側の地山を大きく掘I'll]する。

(3) 内部主体

単室両袖型の横穴式石室である。主軸をN3.Wにとり南方に開口する。 墳丘、石室上半部は

削平を受ける。現状では玄門相石が架構していたが危険のためとりはずした。玄門から酎へ5

mで急斜面になる。

i m 

I. 茶褐色
2. 決賞褐色土
3. 貨褐色土

．`貨白色土
s. 貧色土
6. 褐色土

1. 淡貴褐色土
8. 淡褐色土
9. 晴貧褐色土
10. 111色土
II. 黒褐色土
12. ill茶褐色土

Fig.105 S T016古墳瑣丘土眉図 (l/60) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

石室平面形態は玄室が伐方形で、同じく長方形

の前庭側慇を連接する。規模は石至全長3.Sm、玄

室中央長2.lm、中央幅1.9mを測る。

奥壁は腰石にI.7X0.9mの横長石材 と左側壁

よりに0.4X0.5m程の小形の石材2石を配する。

右側壁は腰石に0.8XQ.6m、1.1XO.Sm程の石材

2石を横位に配する。その上方に投さ0.5~0.Sm

程の横長石材を2~3段横積みする。左閲壁は腰

石1こ1.6X0.5mと奥堕よりに径0.4m程の石材を

配し腰石上方は右側壁と同大の横長石材を積み上

げる。左右側壁の腰石は垂直に立て、

石積みから持ち送る。

その上方の

‘
,
J
 

‘

,

 

ヽ

） 
fig,106 

。
Im 

STOl6古墳石室内遺物出土状況(1/40)

ー

r
 

ーヽ， L
 0

-

r
 

2 m 

玄門部は右袖石に 1X0.7m、左袖石にl.SX0.8

m程と高さの違う柱状石材を縦位に立て、床面に

は枢石を配する。玄門幅は65cmを測る。

この玄門枢石を根石として閉塞施設が遺存する。

これは玄門に蓋をするように0.5X0.5m程の厨

平石をたてかけたものでその背後に径20~30cmの

礫を積み上げる。 遺存高は80cmを謂る。

天井石を架構するような羨道は連接せ

ず、径30----50四の石材を乱雑に積み上げ

た前庭側撹をつくる。高さ0.9mを測る。

遺物は玄室内から鉄器、装身具類が出

土した。

r
11 7
9
 
,
 80m
 

Fig.107 S T016古墳石室閉墓状況(1/60)

(4) 出土遺物

須恵器

杯蓋はC類(590)杯身はC類(593、594)

E類(595、596}がある。590~592は蓋。590

は天井部回転ヘラケズリで一部ヘラ切り

痕が残る。591、592は宝珠つまみ付さで口

縁端部を下方にのばす。 591、592の口径

16.0cm. これらはE類並行期のものであ
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L=79.80m 

`
¥
)
 

E
 
0
8
'6
L
=

'
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I 
，．`  

I.11 7
9
.8
0
m
 

。
2m 

Fig.108 S TOl6古墳石室 (I/60) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

ろう。 593~596は杯身、 593は底部調整不明瞭、 594は底部雑な回転ヘラケズリ。 595は高台付

き、窃台部は直立気味。 596は杯底部、高台付き。 597は平瓶、 598は短類壺、底部から胴部にか

けて約!/統良存。 599は平瓶か提瓶の口頸部、中位に三条の沈線を打す。 600は甕の口縁部、顕部

外面にカキ目状の波状文有り。

鉄器

鉄鏃(601~606)601は両丸造椿葉式、茎部先端を欠掛する。茎部に木質残存• 602は両丸造椿

葉式、鏃身荘部から頸部にかけて欠損する。 603は斧箭式、茎部先端を欠損する。茎部に木灯残

存0 604、605は長三角形式、どちらも逆剌なし。 606は小形柳葉式、片丸造。

刀子(607)両関で身、茎の先端を欠損する。身幅1.5cm.

装身具

すぺて玄室出土である。 609~610は土玉、611~613はガラス玉。 614~619は管玉。614~616

は翌玉製、617~619は石質不明。 617は軟賓、 618、619は硬質。 620は耳環。断面径2.. と細い。

色闘は漆黙色で、成分分析結果は銀。

ー吉＝、90 ―干竺苓591 ~生~592

乞戸93 ミ戸匂，4 二 5

I 

半ヨ====;f's96

霞 600

1一A ~ 599 

O
'
 

2知

Fig.109 S T016古墳出土須恵器 (1/4)
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I 
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口苓茎戸 607
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R
4
鳳

•[ 

615 6
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⑨
I

冒
I 

皿619
0620  

。
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Fig.110 ST016古墳出土鉄器 ・装身具 (I/2 J 

Tab.16 S T016古墳出土土器一覧表 （ ）は措定

県・:が1出土地点l器 糧 I法量cm 形態・躙監の符徴 色胃 燒成1費遺祷ll鯰菖号
万真〇縁奮号

109-590 
s・rol6 

霰 CL¥'.● 
項置付近

杯董
（須患醤）

佳

高a
醤

12.0 
1.8 

天井郎回転ヘラケズリ• 一郎ヘラ切
り纏し賓が残る．

灰 色 刊過 以,-1108

・591 
(PL拿63)

往

高
0
四

g

)

 

5
 C”
 

_
 

ST0!6 
剛賣饗ll±

STOl6 
附賣畠紅

径

高
0
彗

16.0 
3.4 

16.0 
3.2 

宝珠つまみ付き.0絨噛葛1がF万に

のびる．かえりなし．

公珠つまみ/H,口縁端郎1がF万に

のびる．かえりなし．

灰色

灰色

そ通

得通

邸-1102
900511 

邸•1103
, 00512 

喜昌-595 -
(,,) 

-593 

ュ―m
―
―
旺
〖
一
邸
一

灰愚色 不 R
邸•llOS
900,13 

灰黒色

・596 STOl6 
爾稟墨畏土

惰通

STOl6 
胄墓

-597 STOl6 
胃璽息衰土

杯身

（須恵Ill)

杯よ
（須恵器）

平叛

（須恵欝）

匿 灰色 青過

肪・1106
90おlヽ

柘•1101
900SIO 

灰臼色 刊通 邸-110ヽ

騎径 (17.B)I胴上牛馨はカキ目冥塁を籍す． 灰黒色 不且 斡・1110

｀鈴

-599 

STOl6 

竺雪
STOl6 

貴這入口む量
の虜置付近

S 1'016 
覺 Ot;髯
の賣冨付近

姐頸1!1f
（須恵醤）

平緬

（須恵匂）

II往 13.2I 舅上キlllliカキ目翼整．不定方向へ
ラケズリ．

口径 (6.8)1平駁の口”部．中位に三条の沈線あ
り．

灰白色 吾通 邸-1111

灰白色 舒通 邸-1109

•細
甕

（須恵醤）
口棧 <24.o>I頸部にカキ目状の餃状文あり． 灰黒色 詈通 邸-1107
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II. 古瑣蒔代の遺構と遺物

17. S T017古墳

(1)概要

調査区の北端で調査区内では最も高位四で標高82mIこ築造される。坑丘盛土はやや残り坑丘

北側は調査区外になる。 墳丘列石をめぐ らし、墳丘南西部からおおくの土器が出土した。内部

主体は南東に開口する巣室両袖型の横穴式石室で玄室平面形態は正方形である。玄巫内から鉄

器、装身具が出土した。出土遺物から築造時期は小田編年11IB新段階期で追葬はVI期までか。

(2)墳丘

現状では瑣丘盛土は若干残り瑣丘頂部は窪んでいた。坦丘盛土は坑丘基底面から約 Im遺存

する。 墳丘北側は調査区外になるため項丘土附図は東西セクションのみである。 I紺溝はとく に

掘削せず填丘基底面上に墳丘列石を配するが、これは直径Smの只状に大小の石材を雑然と巡

らすものである。墳丘西側の盛土単位は比較的細かく褐色土を多用する。墳丘南西部の列石付

近から多くの土器が出土している。

/
’
 

ヽ

，，， 

'" 

如

゜
』こ心

Fig.Ill ST017古項項丘盛土内遺物出土状況 (I/20) 
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E
8
 

(3) 内部主体

単室両袖型の横穴式石室である。主軸をN33'Wにとり南東の

急斜面に向かって開口する。坑丘、石室J.:半部は削平をうける。

墳丘には列石を配する。

石室平面形態は玄室が正方形で、平面長方形の前庭側壁を連

接する。規模は石室全長4.4m、玄室中央長2.3m、中央幅2.Sm

を梱る。

奥壁は腰石1こl.2Xl.0m程の壁面を整えた方形石材を 2石

配し、左側壁よりには径40an程の石材を横積みする。左側壁は

腰石にl.2X0.6m、l.0X0.5m程の横長石材 2石を横位に配

し、その上方は石材を乱雑に積む。右側壁は腰石に0.9X0.6m、

l.lXO.Sm程の石材を配し、その上方には長さ30~7釦n程の横

長石材を 3~4段積み上げる。 奥壁と側壁の隅角は腰石部で奥

偲を挟み込むように配置されている。

玄門部は右袖石1こ0.7X0.5m、左袖石にl.lXO.Sm程と店さ

の違う柱状石材を縦位に立てる。右袖石の上に一石のせる。 床

面には裾石を配し、玄門幅は0.8mを測る。前庭測壁は右側壁Iこ

長さ Imの横長石材を横位に配しその上に 1X0.7m程の石

材をたてる。この石材の両側にはこぶりの石材を乱雑に積み上

げる。左側壁には横長石材2石を積む。前庭側壁長1.7mを測る。

ム「

。
L
 

2m 

Fig.112 

L
11 
82.4Qm 

STOl7古墳石室閉寮状況(I/60) 
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u. 古墳時代の遺構と遺物

E
g
.g
II
T
 

L111003b (2_m
 

2 m 

Fig.114 S T017古墳石室 (1/的）
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閉塞施設は玄r1部にあり据石を根

石として径30~50cm程の石材を積み

上げる。遺存高は0.7mを測る。石室

内からは土器はほとんど出土してお

らず玄室内から鉄器、装身具が出土

しているのみである。

(4) 出土遺物

多くの須恵器を検出したが、墳丘

2ケ所からの出土である。それは羨

門から西側にまわる項丘列石付近か

らの出土である。羨門左側の外側か

らは須恵器の杯森(625、626、627)洒

(632)杯身(642、643、645、646)高杯

(664)li!.(672、673、674、675)壺(676)

om 

., .. 
ヽ

.、便 ' .'.) ..、
今 ． m.,n.m.m.m.m.m・ 

"'・'葺，"'・"'・"'・"'・'"'"·'"·™·'"·'"·'''·"' "'・'ヽ'・'"・'』,.,ヽ'・'"・'"・"'・"'・'" 

戸
"-
，
 

。
Im I 

提瓶(680、681)椀(685)短頸壺(692) Fig.115 S TOl7古墳石室内遺物出土状況(1/40)

土師器の高杯(699、704)脚付壺(707、708、709)が出土しており、「墳丘D区羨道外側土器群Jとし

て取り上げた。ここから北西2mの墳丘列石外側下端から須恵器の杯蓋(621、622)杯身(644、

647、650、651、652)蓋(662)祁杯(665)長頸壺(677)が出土している。これらの杯蓋身はB類で築造

時期を示す土器群である。ところが出土地点は明確にできないものの上述2地点付近の墳丘か

らも土器が出土しており、「坑丘D区盛土内面側一括Jとして取り上げた。これは杯蓋身はC類がある。

須恵器

杯蓋はB類(621~630)、D類(633~639)、杯身はB類(640~655)、D類(657~660)、E類(661)

がある。杯蓋B類の口径約]<Ion,器高約4an、杯身B類の口径11~13.San、器高3.5~4.San、たち

あがり応約 lanである。杯蓋・身とも B類としてはやや大きめであるが天井部および底部は不定

方向ヘラケズリが多い割合で入っていることなどから B類とした。杯蓋•身とも当て道具痕は見

られない。

621~639は杯蓋である。ただ632は他器種の蓋と思われる。天井部ヘラ切り 離し後不定方向ヘラ

ケズリ。口唇部内面は斜方に面とりされる。621、622は体部と口縁部の境に沈線を有す。天井部不定

方向ヘラケズリ。623、625、630は口唇部内面は斜方に面とりされる。623、624、625、626、627、628、

630、631は天井部回転ヘラケズリ,629は不定方向ヘラケズ')。633~639は逆転査。内側に短いかえ

りがつき、天井部ヘラ切り離し。633~636はつまみなし.634、635は天井部から体部にかけて内湾し

口縁端部とかえり高はほぼ同じである。杯身の可能性もある。637~639は乳頭状のつまみが付く。
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n. 古墳時代の遺構と遺物

二 621 三二622 二 623

ご竺二~624 二625 三626

二627 二主~628 こ629

I~~~ I~ — 630 
1 1¥631 ／干竺ヽ 632

~ 633 丘ゴニ~ 634 ／可芦~ 635

二宍636 三 637 三 638

{;---, ジ~40 ＼二~I ニ全苓 639

¥「 7 42 ＼ー」 43 こ号二文44

そ 645 こ 斑可 二647

て二ニジ649 ニ 50

Fig.116 S TOI 7古墳出土須恵器 I(II 4) 
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ミ 51

で 54

ご 657

更 659

~ ニ~52

こ 655

ビ干=;;;658 

更 660

Fig.JI 7 S TOI 7古項出土須忍器 2(I/ 4) 

こ 53

更 ぉ

こ :61

゜I I I 戸 I ~Ocrn 

640~661は杯身である.642、643、645、646、648、653、654、656は底部回転ヘラケズリ。 641、644、

649、650、651、652は底部不定方向ヘラケズリ.640、641は赤焼き。 657、659、660は逆転身。これら

は634、635とセットとなって蓋になるのかもしれない。いずれも体部は内湾気味にたちあがる。

659、660は底部ヘラ切り離し未製整。 657は赤焼き。 658は体部に稜をもち、口唇部内面は斜方に

面とりされる。高杯の杯部の可能性あり。 661は高台付き杯身、坑鋸出土であり本坑のなかでは

最も新時期を示す土器である。

662、663は有蓋高杯の蓋。どちらも形態、調整が類似している。頂部が窪むつまみを有し天井

部から体部にかけてカキ目調整のち楢描列点文を施す。 664~670は高杯。664は杯体部に深めの

沈綜を有す。 665、666は有蓋窃杯。長方形の透かしが二段三方に入る。 668~670は高杯脚部。668

は長方形の透かしが二段三方に入る。 669、670は赤焼きの須恵器。 669は脚部中位に二条の沈線

を有す。 671~675、678、679はlil.671は口顆基部幅が広く胴部最大径は中位にある。それに対し

て672、673は口顆基部幅が狭く、従って穿孔時の粘土塊が胴部内に残る。また口緑部で大きく屈

曲する。 678は頸部から胴部にかけて一部残存する。長頸壺の可能性あり。 679は大形の冦で、

同時期の臆と比べて形態も異なる。球状の胴部に大きく外方に広がる口頸部がつく。口縁下部

に一条の沈総を有し、ゆるやかに屈曲する。胴訂部に櫛描列点文、頸部に楢描波状文を施文。

676、 6カは長頸壺• 677は高台付きで訂部に櫛描列点文、類部に二条の沈線を有す。

680~684は提瓶。 680は胴部側面から前面にかけてカキ目調整を施す。 681、682はミニチュア

形の提瓶。胎土は精選される。 683は胴部全面にカキ目調整を施す。 684はn盤形の胴部にラッ

バ状に開く口類部をつける。 685~687、691は椀.685は赤焼きで寇部不定方向ヘラケズリ • 686 

は底部平坦でヘラ切り離し未調整.687は赤焼き、底部回転ヘラケズリ。 691は底部回転ヘラケ
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Fig.118 S T0l7古項出土須恵器 3(1/4) 
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爪；1爪
亨 682

683 
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684 

ニ磁
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こ 689

・c 690 

693 

。

・-::;:i.) 687 

ロニ
こここ

2知

Fig. 119 S T0! 7古墳出土須恵器 4(I/ 4) 
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＂．古瑣時代の遺構と遺物

696 

Fig.120 S TOI? 古墳出土須恵器5 (695は1/8.696はI/2) 

ズリ• 689は短頸壺の蛮。 688は宝珠つまみ、かえりがつく。 690、692、693は短頸壺。 694は高台

付き長頸壺の底部。 661と同様、新時期を示す土器であるがこれは本墳と ST016の間の表土か

らの出土で本墳に伴うものではない。 695、697、698は吏。 695、697はほぼ完形で大きさも類似す

る。どちらも瑣丘盛土内出土である。 696は皮袋形土器。底部片側のみ残存する。連続ヘラ描さ

文を歴文。

土師器

699~706は高杯。杯部形態が内湾するもの(699、700、701、705)と杯体部で屈曲するもの(702、

704)と杯部が大きく広がるもの(703、706)の3つのタイプがある。 699、701、706は外面および杯

部内面丹控り。 707~710は脚付壺．

鉄器

鉄鏃(711~719)玄室、羨道部出土。 711、712は斧箭式、どちらも箆被は直角で、 712は鉾先と

茎先端部を欠損する。 711は全長II.7cm。713、714は圭頭式。どちらも両丸造。 713は鏃身中f111部

を714は鏃身基部を欠損する。715は鏃身碁部のみ残存で鏃身形態不明。 716、717は竪箭式で鏃身

部と頸部の境は不明瞭。718、719は鏃身形態は小形柳葉形で棘箆被を有す。関部は直角にちかく

片切刃造である．

刀子(720、721)720は玄室出土、 721は坑丘列石出土。どちらも関部は鈍角である。

装身具

玄室出土である。 722~725、755~757は土玉。 726~754、758~779はガラス玉。ガラス玉の色

調は群冑色が最も多く、他に水色、深緑色などがある。径3~5mの小玉や径6~8maで両端

を切断した管玉状のものがある。 780、781は管玉、莉玉製。 782は耳環、白金色で成分分析結果

は金と銀が混合。783は石製紡錘車、墳丘出土．
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都谷遺跡

Tab.17 S T017• 018 • 019古墳出土土器一覧表
（ ）は揖定

県掲り 出土連点 国 糟 法 Iii"" 彩懇・1111整の特微 色鯛 焼成 ＂写真物塁登緑絨薔璽号分

116-621 
墳外S丘下DT疇区0-17'店lli 

匹 口径 13.9 
体部と口縁縁の境に沈線を打す。 天 86-37お
,~ 部不定方向へうケズリ．砂拉を多 覆褐色 芍通(Pl.64) （須恵謂） 器高 ... 
く含む．やや燒け歪tt, 900525 

-622 
STOl7 

匹 口径 14.2 
体1111と0縁躍の墳"'沈線を有す。天

邸-37沈
(.)  墳外丘下D鴫区列稔l （須1111) 醤i!II ◄ .2

n郎不定方向ヘラケズリ.6.. とセッ 赤帽色 管過 9磁 U
卜．

-623 STOl1 匹 □ ll¥(IU) 邸-3751
(.)  鴫 0区 ID

（須恵1111) 醤高 •A 
天井藩IJl!lい回転ヘラケズリ． R褐色 行通

900546 、 胃n

STOil 杯葦 0径 (13.8)天井郡,:回転ヘラケズリ．口＂部刈
・624 蠣丘Olat.P!

（須恵1111) 醤高 3.6 鋼11斜/jに面とりされる。
関灰色 青過 節,-J76Z

M-1! 遺胃

・6お STOii 
粁蓋 口径 14.3 口＂部内面に 検をし つ． 天井部約3/ 邸・3797

c • l 
填丘DilQ

（須患器） 器高 3.9 4回転へうケズ,.砂粒を多く含む．
灰褐色 胄通 900511 

外・土璽g

-626 STOl7 
杯葦 口狂 14.1 邸-37韓

(.)  填丘DK覧遺 （須恵雑） 詞渇 3.8 
天芥部約3/4阿転ヘラケズリ． 灰色 青通

9磁 ”外員土冨口

-627 ST0l7 
杯蓋 Cl往 u.o 邸-37<3

(" ) 
填 D区晨置

（須恵器） 醤高 4.2 
天井部約2/3臼転ヘラケズリ． 灰色 青通 9蜘 3

外懺■II

{⑳ STOl7 杯壼 口径 14.3 天井部は約2/3回転へうケズ'),天井 給・3746
(.)  亀員"•""Jll量;,a, （須恵舘） 醤高 4.1 部中央にヘラ切り棋が残る。赤燒i.泳橙色 胃通 9磁 41

-6岱 STOl7 
杯董 0往 (13.6) 邸ー3151

玄室填土 天井鐸は不定方向へうケズリ． 乳灰色 不 只
(II) 

床面近く
（須恵1111) 四高 <.8 9碑 I

-630 STOl7 
杯董 口!l(14.0) 天井憾は入念な@t転ヘラケズリ．胎 邸-37鵠

(")  
墳li:O区

（須恵醤） 召高 (U)土は精選されており、醤璧は薄い。
赤褐色 やや只

螂 2
盛土内

ST017 杯遷 天井繹は入念な回転ヘラケズリ．胎
-631 

鴫-丘D血髯蒼畏 （須恵雲） 土ltlll這されている．
明灰色 やや良 邸•4i08

・632 STOl7 董 口径 8.8 
天井廓へう切り戴しのら不定力1匂ヘ

86・37Tl 
(II ) 

.丘DKU
（須恵醤） 醤石 (2.8)ラケズリ。ロ!'11111内面は斜？／に面と 灰色 青通

一
外賣よ昌胃 りされる．

・633 ST0!7 杯葦 口径 a.z 
天井lllヘラ切り慶し． 器面庫耗のた

邸ぺ細
(//) 亀 OU!Yl

（須恵器） 器寓 2.3 
め震lll-1-IJI因。かえりは班＜ 断面三 赤褐色 不良

碑 74負●ー袷遺 角形。赤焼e.

・634 ST017 杯葺 口径 8.? 天自井然釉輯ヘラ切り霞しのちヨコナデか． 邸・3750
(,,) 鴫鼻~●D一R黛重遺Ill霧 （須恵器） 摺高 2.8 

がかかる．かえりは． 口縁躙 賃灰色 抒通
900545 

1!11と臼じか、やや短かめである．

4迅s ST017 杯董 口径 8.0 天井郎ヘラ切縁り霞郎のし。下嬬かえりは低く 86-375< 
(/I ) 讀 0区懺m

（須恵醤） 醤漏 2.8 
内傾し、口 とほぼ同じ 灰色 野過

如 9
局● 畠m・ 嘉さである．

・636 STOil 杯葦 口怪 (7.9)天雑5回転ヘラケズリ。かえりは断 86-3766 
(/I) 亀~OKI土 （須1111) 潟高 2, ヽ llil三角形で内傾する。

灰色 行過
％ 畷5膚慶一区遺言
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JI. 古墳時代の遺構と遺物

（ ）は罪坦

F(; PLl・Ill号l）号 出土培点 四 檀 秘駄a畠 形態・lllll!の待徴 色調 燒成 1,¥四遺掬豆〇絨鯰蓄奮号号

116~637 STOl7 

＂ 
口径 (8.6)乳頭状のつまみ付さ。天井111ヽ:18な

86・37絡
(Pl. ふS)

鴫●●・ -̀  （匹1111) 講裏 3.0 回転へ9ヶズリ．体部Iこへ9記号あ 灰色 静通
螂 56

り．

・638 S 1"017 杯蓋 口fl¥ 8.0 乳頭伏のつまみ付さ．かえ りは内製 86・3769 
（●）  

嶋aos置U
（須恵醤） 1111高 3.0 する。体1111にへう記号あり。

明灰色 曹通
幽 557惰● 瓜駅B

-639 STOl7 杯董 ロ径 S.2 乳状のつまみ付ふ 天井郎は回転 86•311〇
(.)  

嶋丘DK璽幻
（須恵園） 1111高 3.< ヘラケズリ。 体部にヘラ記号あり．

明灰色 行過
900558 胄● 瓜這愕

51'017 杯9 口佳 (11.2)たらあがりは内傾し、受怒は外J:方
-6<0 ●丘●Zll±a 

（須恵醤） ：ヽらあがり員I.I にのtJる。赤焼さ．
沐褐色 仔過 86•376() 

*IH!II! 

•い 1 STOii 杯身
口径 13.< 

底那不足方向へ9ケズ,.たちあが 邸-m6
( . ) 重丘OX量切

（須恵器）
器高 ,.6 

りは短い．松焼さ．
赤褐色 舒通

900淘賣• たらbがり勘・'

-642 STOl7 
杯身

口径 12.8 
庭郎約2/3団転ヘラケズ,.受郎はや 船·31◄9

( . ) 績 DK霰這
（須恵1111)

苫高 3.6 
や上万にのびる．

赤橙色 音過
900544 

外 的 kらあが9裏），3

-613 ST017 杯 ロti 12.0 
底祁約3/4阿転へうケズリ．砂粒を多 邸-31,1

(II) 証D~餐這
僑遠醤｝

霜高 4.5 
く含む。焼11.ll!む．

灰褐色 曹過
9005ヽ2

外lltlll たちあがり鼻I.、

•644 ST0l7 
杯り

Dtl! 12.8 
庭郷不定方向へ9ケズリ,622とセ・9 訪、3130

(.)  
嶋丘Dむl'6

（須恵譜）
醤高 ,.2 

卜．
祢橙色 惰過 900;w 

ll'fll-1.l たらわが9晨l.O

-6<5 STOl7 杯
口往 13.S 

底廓約31,1,r転ヘラケズリ。砂校を多 訳;-3774
(.)  填丘013負遍

（須恵醤）
嘘illl ,.o 

く含む。
赤帽色 膏過

900.i6J 
外 1111 にちらがり裏．、

・646 STOil 
杯

O{l 12.5 
86-3773 

(II) 墳丘0¥嚢遍
匹器）

醤高 3.6 底箇約3/ヽ回転ヘラケズ'), 灰臼色 青過
勁拗

外11土喜n t,:t, あがり轟LO

・ぃ； ST017 
砂

ロfl! IZ.S 
底Illヘラ切り霞 し未調監．底墨は平 邸・3733

亀丘D区如 霧高 ,.o 灰色 抒通
(.)  

外下ー
（須恵器）

たらみがり釦 .o坦・ 9()()529 

・6-48 S T017 杯身
0径 (12.6)

店鴎回Eヘラケズリ。砂粒を多く含 86-3755 
(N)  •RDK璽U （須恵1111) 器Ii{ 4.0) 

11. 
灰褐色 胄通

細 50
たららがり~.I

・6<9 ST017 四
口径 (It.I)

邸・:1761
（ヽ') 墳 丘 匹 1111) 醤高 3,6 訳郎11平坦で不定ガr句ヘラケズ，）． 灰白色 惰過

900554 
,, らあがり齢.9

・650 STOl7 
杯女

口径 l?,5 
底り部は不頁足立只方味向．へうケズリ．たちあが 紡·37•5

(//) 亀丘D区蜘
頃恵器）

醤高ヽ．ヽ 恥!!I色 ＂通 900540 
外T嘩 たらあがり貴l,!

117-651 S T017 砂 口径 11.6 
庭部不定万臼ヘラケズリ。たちあが 絡・3731

(. ) 填丘D311石
（須1111) 1111高ヽ.2

りは隕立する．
灰臼色 胃通

蜘 527
外下疇喝 たらあがり裏．． 

← 652 STOil 
杯a 口往 11.S 

邸 3732
(PL.66) 証 OSl!li

（須恵器）
器属 •.O 庇部は平坦で不定方向へうケズリ ． 灰色 詈通

細 28
外'flH! たらbがり員I.I
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（ ）は僅と

県褐り 出土地点 器 櫨 法 Jton 形應 ・賓整の特徴 色調 焼成 員写遺真初登登鯰鯰奮蓄号り

ll7-6.53 ST017 杯g 0径 00.8) 86•373{ 
(PL.66) 填丘DI!

（須1111) 蟹高 3.8 屈部約2/3回転へ9ケズリ． 灰昂色 不只
900530 

囁出り一岳 たらbがり員,.. 

ST017 什身
口程 (I0.8)

-65』 檎丘Dど皇出り
（須恵器）

雹高 4.2 寇部回転へうケズリ． 灰色 贄 通 綺 3165
閲舅箪 たらあが9員1.0

STOl1 砂
口往 (JOA)

たらあがりは内傾し｀受邸は水平に~655 蟻丘Dal:l'!
（組恵瀾）

器;cg 3.4 
のびる．魁閲舅蟄不明餃．

灰色 言通 86・3767 
o -• たらbがり轟u

STOJ7 杯身
口tl(12.0) 

底部回転ヘラケズリ．砂位を多く含
656 • •-oXl~ ±JI! （須恵器）

醤高 (l.7)
11, 

灰褐色 苔通 必-3764
たらあがり員u

-657 STOI7 杯身 ロ往 (9.8) ％曾m9
( .)  ..圧.ス重"切 （須氾器） 器潟 3.6 

底部ヘク切り離しのちナヂ,'IP<焼さ． が褐色 粁過
910413 

ST017 砂 口復 (10.0)体部に授をもち． ロ1'11'!1内面は糾7i
4 お8 遭 0区鼠m

（須恵謁） 翡;q( • .0) に面とりされる。贔杯杯駕か．
灰白色 不良 邸•3756

貞員 n

-659 ST017 杯9 口径 (IO.O) 邸-3753
(、, ) 讀 0区鼠"'

（須恵醤） 1111&¥I J., 寇郎ヘラ切り戴し。 灰褐色 糟通
畑 48

圧甚

・660 STOil 杯9 口径 9.4 邸・3752
(JI ) 嶋5-DI!重げ

（須恵器） 器1! 3.3 
峠怒ヘラ切り霞し未調整． 灰色 贅過

910414 
冑畳-M

-661 STOl7 
杯9 口粍 12.8 邸・3735

(JI) 
墳丘C区

（須恵器） 器ili 6.0 
高白付き． 筍灰色 青過

900531 
墳渓付近

118-~2 STOil 
蓋 口径 14.8 つてす•、● ,カO,t,tf!キは~.111内面天霰井のは郎斜ら鬱方か描にら停t面•I聞点と文にりかをすl1i1るう

邸-374'
(,, ) 墳丘DI!畑

（須恵醤） 器潟 5.5 
哨灰色 やや良

900539 
外'f暑湛

ST0i7 ill 潤つ閲まに酪みか郎腐け晶をて欠2 店損条すの衿用る。線天戸を"fi井郷~1°,か.,, ら体ロ,.. 4る3 鴫丘D公l!i'l
（須恵器）

口径 15.0 灰 色 贅過 86-3763 
構讐喝

一釦
ST017 

店杯 体Illと口縁1111の壇に深めの沈線を有 86-379< 
証 0区員逼 ロ(l 11.2 灰黒色 詈過

( II) 
外UIA （須恵四） す。杯内部に茶色の付着物あり。 蜘 5邸

・665 ST017 
渇杯 口径 (12,8)li蓋高杯．騎1!111こ此方形の二段三方

86・3739 
証 D如 透かしが入る． 脚患から杯体廓にか 灰色 やや良

( II) 
外T疇

（須恵醤） 闊高 14.6 
けてカキ目調整を施す。

碑 3S

→臨 S TOl7 
“杯 口径 14.0 『け点芦文かて高カをし庫杯がキ・入文自-●．る．誓綱．に良匹置1か1形閉らの杯に二体は段饗聞三lllにかtガ'I 86•4709 

(II) 寓攘丘●Dg只這内 （須恵器） 器高 14.6 灰色 やや只
螂初

ST017 高杯 隣から杯部にかけて残存．騨葛中-667 讀丘D区
（須恵匂） 位に二条の沈線を有す。赤褐色。

赤褐色 不良 86-4724 
胄舅 1U貰

ST017 
瓦杯 長 二段三方透かしが入る．絞り窯 86・3740 

・磁 ●丘一いえ潰亀雹切 （須恵詣）
底径 10.1 

が入る。細部カキH調整．
灰色 青過

如 6
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II. 古項時代の遺構と遺物

() Ii匹

訊掲り 出土地点 器 覆 法黛0 形應 ・濱整の打徴 色属 焼成 曝写遺物II登録鮭1昌号I} 

ST0l7 高1f
l!illlil中位に二条の沈線を打し、 裾端

邸•47'13118-669 鳴&Dutll 底往 10.3 1111111'71にのびる。カキ目躙整． 赤 赤褐色 贅通
●属員l1!J

（須1111)
燒き．

細 589

ST0!7 
高杯 裾嬬11111よ下方にのびる．細上半111111 邸・4n2

-670 • t<DU:l'! 狂径 13.0 沐褐色 苔 通
＂●-民量霧

（須恵欝） カキ日躙聾 を籍す．祢焼き． 900588 

・671 STOil 追 ロ径 (13.2)鰻大1号が中位にある尉都に、基部幅
邸—ヽ703

(PL. 茄 ） 墳丘表土 （須恵彗） 儲高 14,8 の広い口”郎がつ陥く．波嗣状日文部に鸞描 灰色 やや良
900576 

列点文．製墨に艦 を謹文．

•on STOii 鼠 口径 (JU)肩がはり .Jf部と頸1liに沈線を布す． 86-3791 
(.)  

賓 0区震a
（須恵彗） 器高 13.2 Ill'半隅はへ9 ケズ，) • ・II部に穿孔 灰黒色 曹 iill

900565 外量這R 時の粘土塊を残・r.

・673 STOl7 嵐
綱郡linがは り、頸111で屈曲する．

邸 ・3792
(PL.67) 嶋丘0匹

（須恵器）
舅往 8.7 舅下半11111ヘラケズ，）。 鯛郎に9孔 灰 色 青 過 900滋

外 ■R ＂の 粘土賓を残す．

・614 ST0l1 島 錢大径が下位にある尉部に、 クッパ
邸・4704

(.)  
鴫丘01¥(til

（須恵1111)
騎径 8.2 状に関く口頸部がつく．胴日懲に櫛 乳灰色 不 良

細 77
外曇士菖日 描 J点文を籐文．

ST011 鼠 頸郎と胴Ill!の 高双{f.,R都に曇饂 邸•3789
・675 櫨 Oli(嚢遍

後 1111)
尉径 8.6 

列点文を'fiす． 灰色 青過 -外員土彗n

-676 STOil 
長預烈 口往 <.9 

最大径が中位にある胴郎に細只い覧i
86-3790 

(")  
填丘D~費遍

（須恵器） 冨ill 12.4 
部がつく。尉下'1'1!111:カキ目翼監を 灰色 惰通

ダ畑
外u霞ll 厖・r,

・677 STOil 
長預壼 Cl径 10.0 渇台付き．箪 llJIがはり、”郎に 86・3141 

(N)  
虞 OS郎

（須恵蒻） 譴高 14.6 ” ”点文．頸111に二条の沈繹を轟 疇灰色 やや良
900537 

外'fllHI す。

ST017 嵐
頸箇から胴日鄭にかけて一部残存．

・6i8 
・●丘畳O→f匹日遍害 （須慰器）

頸圏に鬱描波状文、頁闇1こ圏描月点 鵬灰色 やや良 86・ ヽ700
文!11i文.

-679 STOl7 ff. 口往 12.l 
球形のJI郎に外に広がる頸撼がつく

邸-3743
(,,) ．．．鴎m

（須恵醤） 器轟 n.o ＂鰈 に鬱撞列点文、賓郎に鬱描波状 鴫灰色 静通
900538 

胄● 菖` ＂ 文を“す．

119-680 ST011 
拠飯 口径 9.8 

馴部前面から背面にかけてカキ目賣
邸・3795

(/I) 虞丘DIil景這
（須恵器） 1111高 U.8

整を羅す．口縁端部は外側に肥厚す 灰褐色 詈通
900597 

外 土畠II る。

・681 STOil 擾哀 球影の胴繹に外反する頸諮がつく． 邸-'705
（ り ）

!II丘D3景遍
（須憲器）

口径( ◄ .2)
ミニチュア形か．胎土は糟選される

明灰色 やや良
9005111 

外 Ill

$T017 擾践 口瓢部のみ残存•681と類似する． 胎-682 蠣ヽ D区重むり
（須恵醤）

口伍 3.5 
土は糟選される．

明灰色 ややR 86-,707 
貫● 鼠菖言

・683 STOl1 提叛 口径 (8.<)胴圏全面にカキ目翼聾．口縁郎を欠 86・3793 
(.)  亀·~- （須恵霧） 器高 16.8 損する．

灰 色 膏過
螂？,.. __遭雲

→叙 STOl7 提 口径 8.0 ”盤形ifliの胴庫耗部のに外に広がる顆郡がつ 86・4706 
(.)  嶋••11a出り （須恵醤） 器il'II 16.5 (, 1111 ため翼藍不明瞭．

乳灰色 不 良
蜘 579

直● 遍`買
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() It撹

FIirPL岳雷り奮）9 出土地点 器 檀 法鼠m 形態 ・調整の持復 色調 燒成 鼠写遺買祷ll口紐緑蓄蓄号号

119-685 STOl7 
騎 Ol毛(12.4)妊慈不足方向へ9ケズ9,体置はカ 86-、717

(P'-67) 噴liD区曼這
（須恵1111) 営4 (6.0) キEl調整を厖す．泳焼さ．

赤褐色 舒過
900583 

外 II

—邸6 ST017 椀 0往 (9.-1)庭部は平姐で、ヘラ切り曝 し末調賛．
汗過

86•4701 
(/I)  

遺丘D区曇出8
（須恵器） 器渇 6.3 H部ヘラケズリ．

灰色 900575 
虻員 菖`潤

STOil 椀 口程 (S.3)庭部1§1転ヘラケズリ．体響1がりキ目
687 填~D:i:.M

（豹恵潤） 閤渇 (6.0)●整
n褐色 仔通 邸・4115

101- ~ 這寅

688 STOL1 辺 口径 • .8 宝珠つまみ付さ。かえ，)は円鐸にの 邸-3736
(rt, 邸） 帆!c一D国V.量l喜iPI (ll'll!!IIII) 潟高 3.0 びる．

灰色 惰通
如 2

-689 STOl7 蓋 口径 5.3 天井部は不斜足方方に面向ヘタケズリ,1:J唇1!11 邸・3775
( ")  鴫o●D-只i量遍お~ （須恵器） 器ill 1.9 内面lj斜方 とりされる．

関灰色 抒通
9磁 2

・690 ST017 駐llii!l 口様 .ヽ2 仕大径は中位にあ邸る胴不応部力に直立気鱗 邸・3199
(II) 

凛~o区皇上内
（須恵霧） 儲“ 4.& 

の頸部がつく．底 向へうケ 灰色 やや良
900,73 

月舅肛這 ズリ．

・691 ST017 椀 口怪 (5,4)底111は[,,J転ヘラケズリ• C柑諮内面
灰黒色 管過

86-3727 
( II) .≪fiDl!:U?! （須恵:Ii) 岱illi 6.0 に沈録を打す．砂拉を多く含11, 細 5ね

・692 ST017 短頸壺 口径 S.6 昧騒大の頸径が上位にある胴部に、直立気 66-3:137 
(I/) 

.,,, 匹
（須恵四） 盟狂 6.0 

部がつく ．紅郎不定方向ヘラ 灰 色 抒過
幽 533

外鼻埠• ケズリ．

・693 STOl7 短頸壼 口往 7.6 
最大径が.t.位にある胴部に、やや内

86・3738 
(")  

遭(,●●ャ'I
（須恵磐） 器高 ;_o 傾する短い頸部がつく。底部回転へ 灰色 ＇通 細 34

闊●^ 贔遺笥 9ケズ9.

4沿4
ST017 iさ頸豆 高台付"・ 岱台郡は外鋼にハの字形 n褐色 舒 l!l 863nl 
表 土 （須忠醤） に開く。

120 695 S TOl7 甕 口径 (26.0)胴部外全面に1/H'目状・箕EI整ふ．うククキのち 恥・998
部分的にカキ 内面は同心 灰黄色 行過

(. ) 填 CR菫土 （須恵翡） 四応 48.4
円文タタキ．

90-15:lo 

→ 696 ST017 訳部片側のみ残存．連餃へう描さ文 86-4総
(• l 

証 D区、 1/1.臨土II
を厖文．

灰褐色 行通 910195 
舅賣→

ST017 
甕 口縁な廓1:111面三角彰9こ“さめる。 邸-m<

121-697 嶋丘DX量m
（須恵聡）

口往 05.8)
口管輩郎外面に沈線を饉す。赤焼~-

赤褐色 惰通
900581 順働也，，

・698 STOl7 
（須恵甕儲）

ロt差 22.8
馴昂外全面に平行クタ 今のち闇})的に

86-995 
(.)  ・丘c~●出 磐ill<9.6 

ヵキ目状翼畏、内面はl司心円文タタキ． 灰色 抒 通
901睾□ti墨外面に二条の沈縁を布.,.,

-699 ST017 
高杯 If部は椀形で、漏広がりの脚郎がつ 給—<729

証 D区羨這 〇径 1,.• 赤褐色 冒通(PL.69) 
外働血

(i: 師瀾｝ く。外面および杯部内面1'l塗り。 900593 

・700 ST011 
謀杯 口径 (13.2)杯瑯1:椀形で．脚裾部で屈曲し外鍔 邸-mo

(/I)  
嗅 08直B

（土師譜） 器i¥'il 12.0 に開＜ ．瓢郡はクテ1ilbJヘラケズリ
赤褐色 詈通

901305 
”呈遺ぞ
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県謁’ 出土地点

121-701 STOl7 

(PL.69) 噴 DK璽m
u,a這冑

・7位 STOil 

(")  
● &O鴎 m
戴貴糾這胃

・103 ST017 
(.)  --●●·一~●這土内

STOl7 
・704 嶋丘D只晨道

外●埠n

・1低 STOl7 

（●)  
項 OHta
冑●ーじ●●

・106 ST017 
磯 0公量”(.)  
属●丑e

-707 $TOl7 

(,,) 虜&ng貴這
外賣土冨n

-108 ST0l7 

(.)  
填丘D[賣這
外曇士置騎

・7的
ST017 

(n)  填外丘11±D~1農11遍

-710 ST0l7 

(.)  
績 DK、
” 一皇

125・？糾 STOl8 
(PL.70) 石宣床面

127-7邸 STOl9 
(.)  石室床面

.79; STOJ9 
(. ) 石宛床直i

18. S T018古墳

(1)概要

器 糧

（土高鉦杯悶）

高杯
（土蝸器）

嘉杯
は 鰭器）

高杯
（土防l!l)

高杯

（土的醤）

（土高師杯器）

（鰐土付誦豆認）

鱗付壼

（土師器）

（麟土付籠笞壼） 

郷付壺

（土師醤）

把（土手節付1111椋) 

杯董

（須恵醤）

杯
（土節器）

II. 古墳時代の遺構と遺物

し）は推定

法量O 形11!1 ・ 1111整の~?岱 色讚 燒成 .1,1巧遺Jl裕l!1l:鯰鯰蓄111号"1 

口径 13.0 
If葛11椀形で、脚糾1111でゆるやかに

醤,i6 8,6 屈曲.,.る．隅萬It?テ方向のヘラケ 肴褐色 そ通
86-471Z 

ズリ。 外面および杯部内面丹塁り。
9013Q7 

脚下半部を欠損する．杯体部でゆる
口径 (13,7)

やかに屈曲する．
沐獨色 行過 86 4711 

901露

口径（ね.2
汗郎は大さく広がり、杯磁闇で屈曲

器illi 10.4 
） し、上方にのびる。郭藩はタテ方向 んと褐色 行通

邸・,m
へうケズリ．

四 1

脚部を欠損する．杯体部でゆるやか
口径 07.8) 赤褐色 晉通

86-4730 
には曲する． 印 1309

脚下半郎を欠Illする．杯郎は椀形で
口径 (13.7)

隣部はクテ万nヘラケズリ．
明褐色 青過

86-4113 
901308 

口径 (33.0)杯部は浅く、大きく外に広がる．外 邸•4731
器~15.2 illiおよび杯饗内面丹策り．

ふ褐色 青通 900591 

ロ邑 <.8 
最大饉が上位にある胴郎に外反する

器高 9.0 
顎部と、隅111で屈曲する即置がつく，明褐色 仔通

邸-◄725

脚隅ク テ方向へうケズリ．
900590 

蜘捐郎欠損する。埠形の胴墨に外反
口径 4.8 

する頸隙がつく。
明褐色 静通

訪・4727
900598 

ロ往 5.0 最頸大団1と号裾が上繹位でにある胴霜に外反する

器高 8.0 裾テ方繹向で屈へ曲する即箋がつく ． 明褐色 行通
絡・41'26

細部ク うケズ9, 900591 

口往 u 球形の胴Illに外反する頸111と隣郎が

1111高 8.5 つく．
明掲色 ＂通

邸-<TIS
900592 

口径 4.0 
底部は平坦で体瓢は内演気味にたち

器高 3.0 
あがる．体昂中位一ヶ所に角状の把 明褐色 行通 邸-1112
手をつける．

口径 11.2 
逆転葺． 天井郎、旧転へうケズリ． lio-3799 

穏高 2.0 
かえりはなく、口縁端閏1がF方にの ｀褐色 骨通
びる．赤燒き． “四

口程 13.0 
姪郡回転糸切り●し．

邸~3800

彗高 3.0 
明褐色 普通

900364 

調査区の北側に位滋し、北東!OmにはST019古墳が南西!OmにはSTOIS古墳がある。 墳丘

は削平を受け、石室も腰石を残すのみである。内部主体は隋東に開口する屈室両袖型の横穴式

石室で、玄室平面形態は正方形である。 出土遺物は玄室内から土師器椀と刀子が 1点ずつ出土

したのみで築造時期なども特定できない。
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(2) 内部主体

単室両袖型の横穴式石室である。南東の斜面に向かって開口し主軸をNSJ"Wにとる。玄門か

らI.Smで急斜面になる。墳丘は完全に削平を受け、石室も腰石を残すのみである。左袖石は外

方に倒れ、右袖石は抜き取られているためか無い。従って片袖の可能性も考えられる。

玄室平面形態は正方形で、規楼は中央長1.65m、中央幅1.7mを測る。

奥壁は腰石にl.2X0.8m、0.6X0.8mの石材2石を配する。左囮壁腰石はJ.5XO.7m程の日

平石材1石を横位に配する。左側壁腰石はI.IX0.2m程の日平石材と0.5X0.6m程の方形石材

2石を配する。扁平石材の上には大形石材一石を積んでいたが倒れてきたので取り上げた。

玄ri部は左袖石は外方に倒れるが、 0.7X0.4m程の柱状石材を立てる。右袖石は欠失する。

玄室床面には左側壁側から玄門側にかけて径20cm程の転石を敷き詰める。

出土遺物は玄室北西隅から土師器椀、および刀子が出土しているのみである。

L=78.00m 

E
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"
8
l
=
 1
 

~ 

思

上

ミ
託
＞ ,I L

1
1
 7
8
.

0
0
m
 

゜
_woo・ 皇L竺ーJ_2 m 

Fig.124 S TOl8古れ石窒 (J/6-0) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

(3) 出土遺物

這器

784は把手付椀、玄至床面出土で口緑部の一部および把手先端部を欠損するもののほぼ完形で

ある。底部は平坦で体部は内湾気味に立ち上がる。体部中位に角状の把手を付ける。

鉄器

刀子(785)棟側が角関で、茎端部と身先端部を欠拍する。刃部幅1.4cm。

78ヽ

Fig.125 S T0!8古墳出土土師器・鉄器 (784は l/ 4 . 78511 l / 2) 

19. S T019古墳

(1)概要

調査区の北側に位股し、南方!OmにはST018古瑣が西方13mにはST017古瑣がある。玄門

から南方 3mで急斜面になる。墳丘は削平をうけ、石室も腰石のみを残す。内部主体は南束に開

口する単室無袖型の横穴式石室である。玄室平面形態は長方形。出土遺物は玄室内から須恵器

杯蓋 1点と中世の杯 1点のみである。従って築造時期は特定できず少なくとも小田編年VJ~VI

新段陪期までは追葬され、さらに13C代に再利用されたと考えられる。

(2) 内部主体

単至無袖型の横穴式石室である。 主軸をN30'Wにとり酎方の斜面に向かって開口する。項丘

は既になく石室も腰石のみ残す。袖石に相当するものは見られなくまた抜き跡も検出できな

かったため無袖型と考えた。

石室平面形態は玄室が玄l"Jに向かってややすぼまる平面長方形で、規模は中央長l.75m、中央

幅I.Smを測る。

奥壁は腰石にl.4XQ,7m程の横長石材 1石を横位に配す。左側壁は腰石に長さ0.5~0.Sm程

の石材3石を縦位に立てる。中央の腰石は左右のそれに比べやや小形であるがその上に扁平石

材を1石小口積みする。右側壁腰石は0.6X0.5m程の石材 2石を縦位に立てるが本来は 3石を

配していたと思われ、玄門よりの腰石 1石は抜き取られる。

玄室床面は左側壁側半分1こ径20~30cmの転石を配する。玄室内から杯査、中世の杯が出土して

いる。
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Fig.126 S T019古項石窪 (l/60) 

(3) 出土遺物

須恵器

786は杯査、玄門左側付近から出土。逆転蓋でつまみ、かえりはなく

が10.2cmと本墳出土の786と同時期のものと思われる。

玉— ーへ瑯

天井部は回転ヘラケズリ。口緑端部は下方にのびる。 E類よりさら

に新段階の要索をもつ。 STOI3古墳出土の高台付杯身(4 17) の口径 くこ~三［こここ 7 

0 !Clan 

這器

787は杯。底部回転糸切り離し。口径13.0on.時期は13C代。

Fig,127 S TOI姑墳出土土111(1/1)
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11. 古撲時代の遺構と遺物

<C地区の調査〉

本調査区で検出した遺構は横穴式古墳2碁、土填 1基である。
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Fig.128 C地区遺構配置図 (I/200) 
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都谷遺跡

1. ST 001古墳

(1) 概要

調査区のほぼ中央に位四し、南西16mにはST002古項がある。坑丘盛土は削平を受け、石窒

も辰石のみを残す。調査時、坑丘西側に酎北にはしる溝は本墳の周溝かどうか判断に苦しんだ

が周溝埋土からの出土遺物などから凩溝と考えた。内部主体は複室両袖型横穴式石当で、玄空

平面形態は長方形である。玄室床面は上下 2面を確認できた。出土遺物は廷道、羨道などから

土器が石寇内から鉄器が出土した。築造時期は小田編年IV期で追葬はV期まで。

(2) 内部主体

複室両袖型の横穴式石室である。南側の綬斜面に向かって開口し、主軸をN3'Eにとる。墳丘

盛土はすでに削平を受け、石室も腰石のみを残す。玄室平面形態は長方形、前室は幅広の長方形

で前庭側撻が平面ハの字に開く。規模は石窒全長5.9m、玄室中央長2.2m、中央幅1.95m、前室中

央長0.75m、中央幅2.05mを測る。石室掘り方は長方形で奥壁側と右側隈側が撹乱をうける。

奥壁は腰石に1.7 XO.Sm程の壁面の整った横長石材を横位に配する。右測壁腰石はl.3X

1.2、0.7Xlm程の石材2石を、左側罠腰石は1.7X0.9m、0.4X0.4m程の石材をそれぞれ配する。

玄f'1部は右袖石に0.6X0.7m程の割石を、左袖石に0.9X0.9mほどの角ばった石材を立てる。

床面には裾石を配し、玄門幅は0.95mを測る。前室側壁は0.7XIm程の石材を 1石づつ配し、

前門左右袖石は0.8X1 mほどの角ばった石材を立てる。前門幅は0.95mを測る。

前庭側壁の右側壁には前門右袖石に接してそれと同大の石材をたてさらに径0.7~0.4m程

の石材を配する。左側壁の石材の配し方は右側壁と似ているが、前門左袖石隣の石材は抜き取ら

れる。前庭側壁長1.8mを測る。

玄室床面は上下2面を確認できた。 Fig.129は上面を図示している。上面は玄至、前至に径

10~20an程の小礫を敷き、前室左側壁側から壺(802)が出土した。下面は玄室奥壁側と前室に径

20-50anの石材を敷き詰める。前室左側壁側から短頸壺が出土した．

(3) 出土遺物

土器が墓道、羨道から、鉄器、装身具が石室内から出土している。また周溝埋土から杯身、杯蓋、

鉄鏃頸部、刀子が出土しているが図示していない。

須恵器

杯蓋はC類(793)0類(788~792)、杯身はC類(795、796、798)D類(797、799、800)がある。 D類

はもっとも小形化の進行した逆転蓋・身としていたが、 B地区ST002古墳のD類と同様本墳の

ものも杯窒の口径10~10.&m、杯身の口径8.5~9.4anと逆転しないまま小形化が進行するもの
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Fig.130 S TOOi古墳出土須恵器 (I/4) 
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II. 古JJ(時代の遺構と遺物

である。 788~793は杯森、788~792は天井部ヘラ切り離し未調整。 793は天井中央部にヘラ切り

痕が残り、その周囲は回転ヘラケズリ。 794は他器種の蓋、天井部カキ目調整。 795~800は杯身、

795、796、798は底部回転ヘラケズリ。797、799、800は底部ヘラ切り離し未調整。792、799、800のヘ

ラ記号は同じ。

801は短頸壺、前室左側壁側床面から出土。8021が払底部は平坦で用部を欠損する。801と同じ

く前室床而から出土しているが、802は床上面からの出土である。803、804は平瓶。805~807は甕。

土節器

808~810は椀。底部は丸みをもち体部は内湾しながら立ち上がる。 811は杯身。 812~816は高

杯、 812~814、816は脚部のみ残存し、815はほぼ完形。杯部は婉形で脚部タテ方向ヘラケズリ。

813、815は外面、杯部内面丹塗り。 817は杯、庇部回転糸切り離し。818は瓦器椀。

鉄器

鉄鏃(8!9~826)819は斧箭式で身に三角形の透かしが入る。鉾先は丸みをもつ。全長10.7an。

820は斧箭式で819と同じく身に三角形の透かしが入る。 821は長三角形式で腸扶気味、全長10.4

cm。822は圭頭式、茎部を欠捐する。 823~826は頸部。

刀子(828~83!)828は刃部、刃部幅1.5cm.829、830は茎部、 830は縁金具をつける。 831は刃部

先端を欠損する。関部に緑金具が残る。刃部幅1.4cm。827は不明鉄器、平面長方形でゆるやかに

曲がる。

こ~08

鳳l... 

~ 809 

．這 ：: .. 

二~10 るジSil

814 

O」
1,0cm 

）＼ 
.. , , ¥_---l=-----1817 

・'I・-・816 二 ;8

Fig.131 S TOOi古墳出土土器 (I/4) 
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装身具

832は耳衷、緑育がふき内面に金張りが残る。

石製品

833は紡錘車。外径4.6X4.6an0

~ 

F
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Fig.132 S TOOi古坑出土鉄器 ・装身具 (I/4) 
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LI. 古墳時代の遺構と遺物

Tab.IS S TOOi古墳出土土器一覧表
（ ）は推定

F(I 『iL•蓄貝'!I'!) 出土地点 霞 檀 法 JilOI> 彩態 ・調整のM微 色調 焼成 閉

130・71!8 STOOi 匹 口径 10.• 天にヘ部ラへ記ヽ9｝切ぁり霞し未躙整。天井笥 晴灰色 青通
86·•29 

(PL.71) 羨辺 （須恵儲） 磐高 3.0 り． 900472 

-7的 STOOi 杯西 口fl 10.4 
天井郎へ9切り纏し宋躙聾． 昭灰色 苔通

邸・430
（●)  墓這 （須恵器） 器高 3.1 900173 

.790 STOOi 杯董 口径 (11.0)天井111lヘラ切り鴫し未震整．天井懲
町灰色 抒過 86-432 

“道 （須恵醤） 器高 3 .• にヘラ記号あり。

・791 STOOi 杯董 口径 10.8 
天井flllヘラ切り鴫し未躙聾． 閉灰色 曹過

邸・433
（●）  墓這 （須恵置） 1111高 3.2 900475 

-m STOOi 杯葦 口径 10.0 天井1111・ヽ う切り竃し未鵬菫．体郎に
鴫灰色 静過

86-431 
（●）  基道 （須恵潤） 1111高 3.2 函と同じへう紀サあり． 900474 

・193 STOOi 杯置 口往 (12.8)天井郎中央はヘラ切り鴫し未調整．
灰色 普過

お・3641
(.)  墓道 （須恵謁） 1111高 3.3 天井1'111にへう記号あり． 901碑

•m STOOi 董 天井郭カキ日翼整・天井圏にへう記
疇灰色 青過 85・3642 

玄室壻土 （須恵醤） 号あり．

-795 STOOi 杯9 口ll 10.6 
86・426 

C II) ぶ辺 （須恵彗）
醤高 3.4 底部約31•回転ヘラケズリ． 灰色

如 69
l!f:. 力がり膏u

・796 STOOi 
（須杯恵3器）

0径 10.3
庭部約3/4底転ヘラケズ9.底郎にヘ 邸-427

(II) 蒙 這
磐高 3.2 

う記号あり。
灰色 贄通

如 70
kらbがり轟..

-797 STOOi 杯身
口ti(9.4) 

認ヘラ切り離し*Ill.II,既郎にヘ 邸・<23
(.)  羨 道 （須恵鯰）

盤高 2.8 
ラ記号あり。

灰褐色 行過
細 a

たら，，がり轟u

ー咽 STOOi 杯9 口様 11.4 86·•28 
(.)  尺溝埋土 （須恵1111) 霧高 , .. 底都約3/4入念な回転へうケズリ． 灰黒色 やや良

細 11
たらあがり菖u

•西 STOOi 杯身
口径 8.9 

底郎ヘラ切り鴫し宋翼整．体郎に乃2 邸・425
(.)  羨道 （須恵器）

器高 3.2 
と同じヘラ記号あり。

灰色 行通
9004邸

たらbがり轟u

ー珈 STOOi 杯9 0径 8.&
底郭へ9切り11し未鯛整．体那にm 訳;.424

(/I) 羨道 （須恵器）
醤高 3.2 

と同じへう記号あり．
灰色 行過

900467 たらあがり翼》．？

・801 STOOi 短 口程 5.7 
nがはり、頸霜は内傾する．底闇不

邸—446
(.)  前宣床面 （須恵器） 雹高 5.2 

定方向ヘラケズリ。 底1111にへう記号 灰色 や や良
900480 

あり．

・802 
STOOi 壼 0往 (9.82) 胃郎を欠損する。平底で底郎不定1i

灰昂色 青過 86-445 
前窟壇土 （須恵謁） 霧高 14. 向へうケズリ．

-803 STOOi 平瓶
嗣径 19.8 

日算は丸みをもち胴郎上半はカキ目
灰色 詈過

邸・434
(PL.n) 羨 道 （須恵儲） 賓 ．下半はヘラケズリ． 900476 
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（ ）は撹定

県掲り 出土地点 器 櫨 法鼠0 形態 ・賓堅IJ)杓費 色贋 焼成 唱唱閉？

130-804 STOOi 平圧 口ll 1.0 RIIIIIよ丸みをもら尉闇上半はカキH
灰白色 不只

邸-435
(PL.72) 羨逍 （須1111) 醤ill! 18.8 噴菱。 如 81

-805 
STOOi 甍 ロ 縁 約1/8残存．頸圏外lJ1!に連絞ヘ

暗灰色 曹通 恥-36ll
“辺 （須恵器） ラ描8斜け文を二段に誕文．

4 総 STOOi 甕 口紘郷約1/8残存．口縁溢部は外1111に
鼈灰色 そ通 85-3638 

ぶ道 （須恵1111) 肥厚する。

・807 
STOOi 聾 n部から顎郎にかけ外て面一郎平行残存タ．タ内 灰色 糟過 応 3639
幕這 （須恵器） 面同心円文クタキ、 キ．

STOOi 椀 0往 10.6
底節は丸床をしら体茸は内樗しなが

IJH綿
汲 ill （土lllillll) 怨高 ,.6 ら立ち上がる。底躙不定方向へ9ヶ 明褐色 舒過 邸-,36

ズリ．

STOOi 椀
体部から口縁邸にかけて約1/3残存

4鴎
羨道 （土師醤）

ロ狂 (!0.8)する。 体繹は内湾しながら立ち上が 明褐色 警通 86-<37 
る．庭藁不出万向へうケズ，)

-810 
STOOi 祝

霧応 4.6 
底1111から口紬11111こかけて約1/3桟存．

明褐色 會通 86-•41 
羨退 （土晒醤） 底郎不定方向ヘラケズリ．

・8JJ 
STOOi 杯身

たららが9裏l.l ロ縁部約l/6残存． 明褐色 曹通 邸—ヽ42
餃這 （土的苔）

-812 
STOOi 高杯

瓢高 5.8 
繹圏クテ方阿ヘラケズリ．帽郎ヨコ 胃赤 驀

曹通
邸-4'゚羨這 （土峰器） ナデ． 色

-813 STOOi 高杯
隣応 4.Z 

”裾圏は外方に広がる。外固および
承褐色 行過

邸-m
( II) 茎道 （土妬霧） 杯齢内面丹撞り． 如 78

•814 STOOi 叩
靡“ s.o 細部クテ方向ヘラケズ,,. 明褐色 舒過 85・ 珀 4

閾清碍．！ーt （土晒器）

-815 STOOi 莉杯 口径 12.2 杯圏は椀形で、脚裾部は外方に広が
邪褐色 青過

鉛・<38
(/I) 墓這 （土ill) 漏高 ID.I る。外面”よび杯Ill!内面丹壼り。 蜘 77

-816 STOOi 高杯
脚Illのみ 残存調整不明111. 明褐色 不良 85・3643 

閏溝蠅土 （土軒彗）

•817 STOOi 杯 口径 OU)
底喝回転糸切り霞 し． 明褐色 軒通 邸・444

玄立壇土 （土節器） 器轟 2.2 

・818 STOOi Iii! 口径 US.4)高セ郎断面三角形で体部は内汽しな
灰色 そ過

邸-443
(II) 玄空壇土 aLIII) 器ill 5.6 がら立ちあがる． 勁◄79
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u. 古墳時代の遺構と遺物

2. S T002古墳

(1)概要

調査区の附東部に位図し、北西16mにはSTOOi古坑がある。墳丘盛土は削平をうけ、瑣丘南

側は調査区外となる。 石室上半部も欠失する。周溝が墳丘北西部に1/4周しており、それから推

定して周溝外径16mの円墳となる。周溝幅は1.5~2mを測る。内部主体は単室両袖型の横穴

式石室で石室内から鉄器、装身具が出土した。
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Fig.133 S T002古墳石室 (I/60) 
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(2) 内部主体

11¥室両袖型の横穴式石室である。南側の緩斜面に向かって開口し、主軸をNl2へNIことる。 項

丘盛土は削平を受け、石室も上半部を欠失する。玄室平面形態は長方形で規模は中央長2.6m、

中央幅2.lmを測る。奥撻は腰石にl.6X0.6m程の横長石材と長さ0.5m程の石材2石を配す

る。その上方に1~2段横長石材を積む。左右側壁腰石は大形石材を用いず、長さ0.5~0.7m程

の横長石材を右墜腰石に 4石、左限腰石に3石を配する。左側壁は腰石上に径0.3~0.7m程の

石材を小口積みする。

834 

、:)-i こ 1--::: 戸
” 

-71 ''838 

II 

' 
＼ 

.,_,,: l ¥ u: 以0

.J9 
20cm 

Fig. 134 ST 002古墳出土土器 (1/4) 
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II. 古墳時代のJ11構と遺物

玄f"J部は両袖石とも外方に到れかけており、右袖石に1X0.5m、左袖石に0.5X0.5m程の石

材を立てる。床面には裾石を配する。玄門幅は0.8mを測る。羨道はとくに連接せず、玄l"J部椙

石を根石として閉塞施設があったと推定される。玄室床面には径20~30anの転石が敗在してお

り、敷石と考えられるが、この下から耳環、玉類を検出した。従って床面は上下2面を確認できた。

(3) 出土遺物

土器が周溝から、鉄器が玄室から、装身具が床面敷石の下から出土した。

須恵器

834~839は甕。 837は広口の甕、他は頸部が比較的短く外反する。 834、836、837、838は口縁端

部は外側に肥厚し丸くおさめる。

土師器

840は杯、底部回転糸切り離し。口径12.2an。混入によるものである。

鉄 器

鉄鏃(841~851)841、842は椿葉式、841は類部を、842は鏃白左下半部を欠損する.843は圭頭式、

鏃身上半部を残す0 844は抑葉式の鏃身上半部で、845は腸扶柳葉式の錢身下半部•846-851は頸

部。 852、853は同一個体か、断面三角形で茎部に木質残存する。

日8 4 4 852 

八り

850 

In
りぃ

〗・
山
川
刊
頃薗
冒
ぃ

San 
こl:~854

。 F屯.135 ST002古墳出土鉄器 (1/2)
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n. 古墳時代の遺構と遺物

Tab.19 S T002古墳出土土器一覧表
（ ）は帷定

閑t:ぷ＂出土地点 醤 糧 法量cm 形態・Ill整の特復 色 ■燒成 唱贔唱岱

ST磁 甕 口縁灌郎は外IPIIこ記厚す固る．は胴平行聟内
134・83< 

周 潤 （須恵器）
口径 (20.6)面は同心円文タクキ、外 ク 四灰色 刊通 船•993

クキのちカキ目．

・835 
ST四

（須恵甕器） 口径 20.2 口縁疇部外面に一条の沈線をflす。 暗灰色 静通 邸-876
闊 溝

・836 
ST002 

（須恵甕鎧） 口径 ?4.? 口縁る躙,部Ill(紐は外Ill!面に記平行厚し、9しくおさ 灰白色 不只 邸-877
周溝 め にクク＊を籍ず．

・831 
ST002 

（須甕l!!嘘）
ロ騒蝙部は外1111..:肥厚し、丸くおさ

灰I鳥色 惰通 85-3635 
薦溝 める。 1!1部外面カキ目冑菫．

•磁 S T002 甕 ロ縁闇は外側に記”し、 丸くおさ
灰黒色 曹通 肪・3400

贋 清 （須恵醤） のる.!If郡外面に平行タクキを靡す

ST002 甕 ロ縁聞l;I断面三角もにお櫛さ描め列る．点
4 紐

罵溝 （須恵霧）
頸郎外国はカキ自調駿のち 灰黒色 青通 お•碑
文を庫す．

-840 ST002 杯
口径 12.2 序部回転糸切り霞し． 明褐色 曹通 貶 3398

閾 溝 （土閲雷）

3. S K003土墳

調査区の北側に位ぽし南西8.5mにSTOOi古墳が、南束17.5mにST002古墳がある。平面円

形で規模は長径1.5m、短径1.25m、深さ0.22mを測る。墳庭は平坦で、径10---20cm程の転石が

10償ほど散在する。周壁は緩やかに掘り込む。埋土は捐色土。出土遺物は土師器杯2点がある

が、紛失してしまい図示していない。中世のものと記憶している。

- 191-



都谷遺跡

A
 

「― ℃言 ~ 

ー~W08"L9='1
。

~.
50an 

Fig.137 S K003土墳 (I/20) 
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u. 古れ時代の遺構と遺物

<D地区の調査〉

本調査区で検出した遺構は横穴式古墳 1基と土壊 1基である。
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Fig.138 0地区調査前地形測只図 (I/200) 
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1. S TOOl古墳

(1)概要

II. 古墳時代の遺構と遺物

南にのびる丘陵の頂部に築造され、南方13mにはSK002土填がある。只丘盛土は高さ約1.5

m遺存し、石室天井石は欠失する。内部主体は複室両袖型横穴式石室で玄室平面形態は長方形、

石室掘り方は不整楕円形である。築造時期は小田紺年IV期で追葬はVI期まで。

(2) 墳丘・周溝

墳丘盛土は坑丘荘底面から高さ約1.Sm遺存し、坑丘裾部東西両側は削平を受ける。従って墳

丘径は不明であるが大方11~12mと推定する。本項は南方にのびる丘陵の頂部に築造されてい

るため、丘陵上方からの流水を下方に流すための馬蹄形溝を掘削する必要もなく 、また周溝もな

い。石室構築に先行しての地山整形は墳丘裾部を削り出し、また平坦な坑丘基底面を作出する。

墳丘梃部の削り出しは墳丘西側でそれを確認でき、北鳴、東側では投乱、削平により不明。項丘盛

土の巾位は細かく褐色土と地山土の黄白色土を版築状に盛り上げる。

(3) 内部主体

複室両袖型の横穴式石室である。南側の斜面に向かって開口し、主軸をN22.E ♦ことる。坑丘

は比較的遺存しており、石室は天井石を欠失する．

玄室平面形態は右側壁側がやや胴張り気味の長方形で前室は横長の長方形である。規模は石

室全長4.75m、玄室中央長2.5m、中央幅2.4m、前室中央長0.95m,中央幅1.55mを測る。

奥壁は腰石にl.8X0.8m程の横長石材と径0.4m程の方形石材を配し、その上方は長さ50cm

程の横長石材を4~5段積み上げる。横目地は通らず、遺存砧は2mを測る。右側壁は腰石1こ

l.JXQ.6、l.lX0,4、0.4X0.5m程の石材3石を横位に配し、その上方は奥壁と同大の石材を

2~4段横積みする。左側壁はl.2X0.7、0.8X0.5、0.4XO.7m程の石材3石を横位に配し、

その上方は右側鷹と同大の石材を横積みするが、左右側壁とも石材を雑然と積み上げており横

目地は通らない。 奥壁、左右側壁の腰石は若干内傾しており、その上部の石積みの持ち送りは

上方にしたがってきつくなる。奥壁上部石積みの内傾化角度は35・である。

玄門部は左右袖石にO.SXO.Sm程の角ばった石材をたて、床面には裾石をたてる。玄門幅は

0.65mを潟る。

前室右側壁は長さ0.5~0.Sm程の横長石材を横積みする。左側壁腰石は0.8X0.4m程の横長

石材を配し、その上は径30an程の小形の石材を積み上げる。前門袖石は玄門のそれよりやや小形

で、床面には枢石を配する。前門幅は0.7mを測る。この前r'Jに短い羨道を連接するがこれは横長

石材を積み上げた もので、羨道長0.7mを測る。羨門前の窪みは木の根の撹乱によるものである。
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都谷遺跡

(4) 出土遺物

須恵器

杯蓋はC類(963、964)E類(961)杯身はC類(965、966、967)E類(968、969)がある。961、963.964

は杯蓋、 961はつまみはなくかえりは短く断面三角形、 963は口緑部約1/5残存する。 964は天井

部回転ヘラケズリ。962は短頸壺の蓋、体部で大きく屈曲し、天井部は回転ヘラケズリ。965~969

は杯身、 965~967は口縁部のみ残存。たちあがり高は0.9~1.lano 968、969は底部平坦でヘラ切

り未調整。口径ll.6cm、器高3.6cm。970は謎の底部。 971は短頸壺、同がはり肩部にカキ目調整

を施す。 972は平瓶の口縁部。973~975は甕の口緑部．

鉄器

鉄鏃(976)椿葉式で鏃身基部を欠捐する。

刀子(977)棟側が角関となる。全長11.3cm、刃部幅I.Ian.

装身具

978は勾玉。片側穿孔で石笠は緑色凝灰岩。979~982は耳荘、すぺて緑青がふく 。980は約)/

2金張りが残る。

こ 961 ご 962 仁＿上一¥963 

／言 =~964

こ~7

~ り，70

戸 -:Jl965 

こ 968

~ 971 

こ1 ~）） 966 

C IJ969 

口〖 ，72

鼠—ーロご'"
ア 974 {('7s 

。
20an 

Fig.142 S TOOi古墳出土須恵器 (1/4)
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11. 古墳時代の遺構と遺物

已，"
rt -ヽ 了 リぬ 977 會憎~ 

I 
@ 978 

(0 冒 喜 ◎ 
I 979 I 980 I 98] 

I 982 

゜ 5cm ◎ 
◎ @ 

゜
Fig.143 S TOOi古墳出土鉄器・装身具 (I/2) 

Tab.20 S TOOJ古墳、 SK002土墳出土土器一覧表
（ ）は攪定

F(UPL•I! 積引号 出土地点 器 檀 法 ACA 彩感 ・調整の符徴 色潤 焼成 累写遺真吻豆覺緑鯰暑嘗号号

142・961 STOOi 杯蓋 口径 11.2 かえりは断面三角形で、天井隠は1111
帽褐色 不凡 記・3615

C PL.13) 石意内 （須恵雷） 1111高 z.o聾不明Ill, 90023'2 

-962 STOOi 蓋 口 径 ヽ.8 体部で大さく屈曲する。天井第11阿
灰色 惰通

85・3626 
（●)  墳丘盛土 （須恵醤） 器高 3.8 転へうケズリ。砂粒を多く含む． 碑紀

知
STOOJ 杯董

口径 03.0)
口縁部約1/S残存．口縁益郡で屈曲す

灰色 惰通 85-3624 
墳丘峰土 （須恵笞） る．

・96ヽ STOOi 杯還
口径 (l◄ .2) 天井都1れ回転へうケズリ． 灰黒色 伶通

85・3617 
( II) 石名内 （須恵嘘） 901267 

・96$ 
STOOl 杯身 口径 (I0.0)たらあがりは内傾し．受111は外上1;

灰色 曹通 s;-3623 
墳斤霰t （須恵馨） たらbがり動.9にのびる．

・966 
STOOi 杯臭 0径 10., たちあがりはl!!l'L気味・受部は水平

灰色 曹通 85・3612 
墳丘盛土 （須恵器） た,,あOI?資1,1にのびる．

-967 
農S這付T近OO璽i土

杯身
口径 11.6 

たちあがりは、やや内傾する。底部 85-3619 
(.)  （須真器）

1111高 ,.2
回転へ9ケズリ．

灰白色 青通
901268 

たらあ"?員1●

•綴 STOOi 杯身 口径 11.6 窮部へ9切り未て外調上整．方底に響は平坦で、 邸-3416
( .)  石室 （須恵器） 器高 3.6 

口縁部にかけ 直線的にの 雹褐色 名通
900283 

びる．

-969 STOOi ffit 口径 ll.8 
姪部ヘラ切り未調整。底苺は平坦で、

邸-3614
（ヽI) 石皇 （須恵器） 器高 3.6 口縁郡にかけて外上方にi!!線的にの 鸞褐色 舒通

900281 
びる．
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都谷遺跡

（ ）は撞定

F(i, PLI閃引ヽ9 出土地点 籾 樟 法鼠o 影疇 ・調整の符直 色舅 燒成 棗’”遺`碩豆鍼級蓄1号号

142-970 STOOi 嵐
胴下半部残存．蘇祁回転ヘラケズリ(l'L.73) 墳丘盛土 （須必醤）

灰巖色 青通 肪-3625

・971 
STOOi 短覧il'l 口径 6.0 ”が1iり、カキ目躙罰を.滋-ず．底部

駈・3618
荊宴床面 （須恵醤） 儲高 6.2 

不定nl•Jヘラケズ 9後ナァ。砂粒を 灰色 青過
多く含む。

90如

-972 
STOOi 平瓶

口怪 5.6 
口頸部約1/3残r;,頸部中位に一条の

!11斤咽十 （須恵器） 沈繰が入る．
灰愚色 曹通 85・ 箕21

-973 STOOi 甕
口径 18.0 口縁-・む丸くおさめる．

填丘盛土 （須恵器）
灰色 惰通 記・3629

-97< 
STOOi 甕

口縁な郎Ii外側に記厚し、断固方形

墳丘盛土 （須恵器）
におさめる．頸葛外面に饗揚波状文 灰色 青通 邸く困 I
を雄す。

-975 
STOOi 

（須連甕蒻）
口に一縁嗜条部の沈は外線綱を誕に肥す厚。し、 沿隠外面

表採
灰贄色 胃過 邸•禎20

us← 983 SK00'2 （須渇直杯摺） 脚“ 2.5 
脚部中位に二条の沈線あり、 If庭部

灰色 着通 邸・双28
はカキEl貫塁を籍ず．

-984 SK002 
甕

口縁端郁l.t外側に慶！厚し、檜を打す Ill褐色
（匹1111) 青通 8S-Jl;27 

・985 SK四 甕
尉径 (21.6)

胴外全面に平行ククキ、内全面に同 86-1000 

(Pl..74) （須恵器）
心円文クタキを羅ず．日1!11内面はナ 灰色 惰過 901483 
デ沿す． 901431 

-986 
SK002 II!! 

墨径 18.6 
頸部を欠出する.JI部最大往11上位 記→妬32

(.)  （多恵器） にある．外面庫耗のため調聾不明誼
灰臼色 不只 900磁

-987 SK002 
高1f 詞部のみ残存、 摩耗のため瀾整不明

赤褐色
（須恵1111) 算。赤燒さ．

不 A 3.>-3630 

2. SK002土墳

調査区の南端に位 営し、北方13m、標高 4m 上 にはSTOOi古慣が築造される。出土遺物から

時期はSTOOi古瑣と並行するが、その関係は不明。平面不整楕円形で、長径1.75m、短径0.8

m、深さ0.6mを測 る。填店は平坦 で直上から壺(986)が若干浮いた状態で甕(985)などが出土し

ている。

(1) 出土遺物

すべて埋土中より出土している。 983、987は高杯、脚部のみを残存する。 984は甕の口緑部。

985は甕、口 頸部 と胴部1/2を欠失する。 986は壺、口頸部を欠失する。
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L コ

□ 
L=82.90m 

＾ 

゜
,-.-,---, 一 ↑ =-

Fig.144 S K002土塙 (l/20) 

Im 

)( 了，84

爪，.
Fig.145 S K002土墳出土土器 (1/4 985は I/8) 
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＇ 
'■  -- 167 

- --

168 ~178 • 179王8Z/J"..,9↓今 198
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Fig.146 ヘラ記埒一覧 I(I/ 4) 
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II. 古項時代の遺構と逍物

乙八，ベ90 九，1 し"-.m

xm x~ 
:っ800 介 SOI

x 匹 （
 

¥ "'-ノ 791

- ~ 
~ → 

-' -ー-793 

←つ面

。
V
970 

2.知

Fig.147 ヘラ記号一覧2 (1/4) 

Tab.21 馬具一覧表

忍ぼ-~n 出土地点 器 薗 臥遣物1111111号 農 f'~·lll't 出土地点 雲 糟 駁遺物ll:鮭昌ヽt

32・131 ST002 
鐙 87-5123 45・2年

ST004 
鐙 87-1720 

浜辺壇土 羨辺苺

-132 ST002 
霞 87-5130 63・333 

ST磁
l'I 葉 81-5143 

羨道境． 況這人口

133 
ST002 鮫

＂ 
87・5115 ・334 

ST磁 iii ii 87・12076 
玄宜埋上 匹畠分床孤

'4-22< STOO< 
轡 87-5132 64・3お

STOOS 
谷 葉 87-1⑳ 75 

荻辺部 讚昆分氏薔

8 •四
ST知

＂ 
87-5131 R 1 滋 STOOS 

否 贔 87-1207< 
餃道1l1l 籟室量分床樋

45・226 
STOい ii i 87-5110 82-409 

STOl2 
重 87-5160 

羨道部 蔚完壇土

-227 ST釦 m 、1 87・5109 ・410 
STOl2 

鑓 87-5162 
恢這部 I,)~ 哩土

地 地

・2U 
ST伽

鮫 具 8Hl31 ・411 
STOl2 

鑽 87-5158 
荻這郎 腑玄床illi

-229 ST叩
絞 Jl s; s1況 ・412 

ST012 
鐙 87・5161 

羨這躙 印X哩土

区 -230 
ST珈

餃 fl 87-5183 区 -413 ST012 Ill 87-5159 
羨ll1感 約送右改

-231 STOOヽ
不 明 87-518' 414 

ST012 
餃 J.4 87-Sl砂

羨這笥 関室床面

•ili ST叫
不 明 87-5185 -<IS 

STOl2 
鮫 14 87-51認

恢道部 蔚窒床面

-233 STOO< 
霞 8;-1719 104・575 

STOIS 
鐙 87-12048 

羨道部 ,;, 室哩土

-23ヽ
ST伽

記 87-1721 
羨這郎
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Tab.22 鉄器一覧表

農，`毯 9ヽ 出土地点 器 種 損遺務呈鯰貴8 地区 屯魯昌号 出土地点 1111 ti 棗遺物夏緑蓄号

13ー32
STOOi 

不 明 87-12蕊 43-2切 ST知 刀 子 87・1717 
前室右壁 羨這郎

-33 
STOOi 

不 明 87-12306 ・221 
ST即

刀 子 87-1716 
前出右鷹 蒙這蜀

A 
ST紐

-34 
STOOi 

刀 子 87-1磁ヽ -222 鍔？ 87・1718
前室左壁 羨這l11

地
STOOi ST邸—-35 前濱左豊

刀 子 87・1函 I -m 
羨道墨

饒り金具 87-1722 

区

-36 STOOi 
刀 子 87-12碗 54•261 ST007 

不 明 87•Sm 
腑室左璧 玄況床面

-37 STOOi 刀 子 87•12093 -262 
ST007 

鍔 81-5142 
饒哀左鸞 玄室床Ill

ZJ-71 
$TOOi 

弓付属金具 87-5108 ・263 
ST007 

把元金只 87•5138 
墓道床面 玄宣床illi

ー72 STOOi 
肥 元 傘A 87•Slll ・264

ST007 
鰭 り 金U 87-5149 

哀這床面 玄宣裡土

-73 $TOOi 
不 明 86-<63 63-330 STOOS 

弓付属金ハ S7•SISS 
前庭部 B 羨道入口

32-122 
ST002 

鮫 "' 81・S127 ・331 
STOOS 

留金 U 87-5156 
玄宣哩土 羨辺入口

-123 ST002 
弓付属金μ 87心 512:! ・332 

STOOS 
留金μ 81-5151 

玄窒壇土 霰這堰土

・124 
ST磁

弓付属金凡 87•5121 ~-•OS 
ST012 

71 干 81-5167 
玄湿糧土 間室右塁

地
STOI< 8 -!ZS 

ST002 
弓付瓢金A 87-51ね 9か<67 刀 Cf 87-5178 

玄窒壇土 玄窒床面

-126 ST002 
刀 子 87-5117 ·•68 STOl4 ]] 子 邸・<032

玄寂壇土 濱丘表土

-127 
ST磁

鞘 尻金具 87-5116 ・469 
ST01' 

刀 子 87-5179 
玄室壇土 石室内

地
ST紐 ● 9鎚● • • 区 STOJ< -128 
玄玄環土

87・512$ ・ヽ70 玄出床面
刀 子 87•5177 

• 129 ST四 ..飽... 
87・5124 ｀ヽ71

STOI< 
鐵 87-5176 

玄虫壇土 lfllil匹

区 -130 
ST002 ..鱈... 

87-5126 104-S74 STOIS 
鞘 尻 金 A 87-12051 

玄室壇 111 室

•134 ST002 
不 明 87・5118 ・576 

STOIS 
弓付属金員 87・12047 玄室哩土 玄門昂

-Iお
S T002 

不 明 87-5119 ← 577 STOIS 
留金具 81-12049 

玄室壇土 印窪

-136 ST002 
不 明 87-5120 ~Slll STOl5 

留金 H 81-12050 
玄遠壇土 iill斑壇土

・137 
STOI氾

不 明 81・51お •S'/9 STOIS 
不 明 87-12046 

羨這壇土 訂室

35・154 
ST003 

刀 子 87-5101 NO→ 07 
ST016 '1 子 87-12039 

玄蠅 玄室護土

43-219 
ST如

刀 子 87-1715 ・磁
ST0!6 

不 明 邸-•0~7
ll'ill響 玄 床 甜
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II. 古墳時代の遺構と遺物

復＂．魯 りヽ 出土地点 謬 櫨 1戴釦enu1号 忍＂し匂 曇9 出土地点 園 糧 賢遺栴豆U鵞号

122-720 
STOl7 

lJ 子~ 87-12071 132•829 STOOi 
刀 子• 87-12313 

玄窒糧 石窯床面
B 

地 ・721 
S TOH 

刀 子 87-12071! C -830 
STOOi 

刀 子 86・790 墳丘列石外 羨道壇土
区 地

125-7お STOl8 刀 子 87• 12073 -831 STOOi 
刀 子 87-12312 区 石窪床面

132-827 STOOi 
不 明 87-12317 135・85ヽ ST002 

刀 子 86・ ヽ979

品区
玄室床面 石室埋土

-828 
STOOi 

刀 子 87・12314 i 143-977 STOOi 
刀 子 邸・<9ね石室床面 前寇堰土

Tal>.23 紐 一覧表
（ ）は撞定

fn…・り 計●●ks) : ... ~ .. 計●●(a,J 
出土亀点 紗 ． 

a.A銭 ・異•
戴聾隻wn HI全喰 形 ． 鶴遺欝〇.,..,

•JI員 ●舅蝙

,,_, STOJ ,. ． ヽ.~ <1・1!091 l?-26 STOI ． 薦 ● ,.,.,,. 
蔚ll!'右鸞 鯖書芹●

-IO STOI 

” 欝
._,. 3.IS .,. ,~ 冷5 -21 STOl ． 瓢 .,., 匹

綱烹む璽 鯖萱• 
ー11 STOI 

” 胃
,., 1.3$ 81・12090 一訪

STOI ． 霧 87・1鴎 7
鱗寛匹 綱寓左璽

鴫_,. ST●I 
三 角轡 , ... , .. 87• 1碑

” 
STOI ． 霧 37・12303 筍烹覗土 鯛寛右鸞

区

-13 STOI 
片刃 胃 l.7 I.I 87・1磁 I -JO STOI ,, ヽ射畢鸞 .,., 四

●宣左畳 麟竃a鸞

_, ヽ STOI 
小舷鱒鼻 3,0 1,05 ＂・1?.0SI -31 

STOI 
小彰嘱濃 '・" , .. ● 7・12080 

麟宣左璽 ●寛左鸞

＾ 
-15 STOI Jヽ,l!S.,. , .. 0.1 ,,., 碑 23 .. STOOi 

偉 II ••• u 
＂・""鱒憲打鸞 麟竃糧土

ー"
STOI Iヽヽ形卿皇 2,8 , .. 訂・1血 ―” 

STOOi 
岸 膏 u 87-J;;J 

麟宣左鸞 鯛宣鴫土

＊ -11 STOI 小形鬱量 ,., 1.06 ,,., 血 立•119
ST匹

三 JIJ起 (U) (3.6) 91~51u 
●寓石髯 玄璽鴫

-18 ST●I 
lヽ•l!I•量 3.2 1.15 87・1""9 -120 STOO? 

鬱 創 81•511? 鼻寛左量 ． 玄憲颯土

_,, STOI jヽ,l!)tllJI 3,IS I.I 81 ・121 ST匹
霧 饒 87--511:J 

舅豊む置 玄宣漫土

~ _,. STOI 
小.,... 3.15 1.2 17•1匹 鴫ぷ~1,1 ST°"' 不 彎 11-in, 

鱒直匹 石寛遭土

_,. STOI 
ヽl•N璽 u o. 記 ＂・12301 ・148 ST.,, Jヽヽ彰嘱爾 1.0 ,., ., .. , .. 

麟宣右璽 玄賓漫土

ーコ ST●I 4項渾纂 ,., 0.85 17•12085 区
~Iヽ9 STcm ． 瓢 言7-51閲

欝竃丘鬱 玄宣蠅t

-21 
STOI 

小形事貰 2.15 .. , 言7-12100 •ISO ST匹
露 霧 訂•SIOI

'""・ 玄寓壇

ー2ヽ STOI 
II 鵬 '7・1曲 ・ISi ST匹 ． 纏 幻~510'2

嗣宣左鸞 玄宣壇土

_,. STOl 
攣 ． 87•12086 •152 ST003 

震 襲 ff•SIいmrac畳 玄寓壇
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（ ）は攪定

: r曝侶●号 lfl全攣n 愚 ． 計 編 •Cta)

.... . 鼠蟻
“寓量鱗"~Fli,-1/1●蜻 m、十攣n 駐 ． 計轟値(c.}

員騒●り
■-0畏 •皇鴫

JS-153 
ST匹

茎 ． 11・SIOG ""'" 
STOO? 

良三"fJ .ヽl 15,S> ● ,..,,. 
玄寛遭土 文寓床轟

●)・201 STC04 ,. 
鵞 , .. 2.7 16•3973 ・匹

ST007 
員三角魁 81->133 

曇贔鵬 玄遍

•泣 ST四

＂ 
翼 .. , ,., ... ,,.. ・251 

STOOi 
小駐學葦 ,., 1.0 81• 

11! 宣 玄寓琢鵬

匹
ST釦

卿 蔦 S.3 1.3 “•碑 •お8
ST0>7 

＾萬 I.I ,,..,,. 
綱直 匹 !Jl'lll

· 20• ST"" 
囀 瓢 ．ヽ．

,., ... ,.,, •均 ST°"' 
小記事重 1.1 ,., 17•51•& n寓 玄寛糧は

•205 ST釦
鯛 鴛 ••• 1.3 ... ,,,, •拗

ST0>7 
小島繹墓 .., ,., 117・$1』1

綸寓 ・ダ寛噌_t

.... ST匹
鬱 蔦 .. , ,., .. ←露？ 61 •'2ヽ

ST.,. 
三 JO"' J.I J.I 875150 ＂富 輌憲遷土

•以？
STO>I 

攣 編 1.3 給匹 ・>IS STOl8 

” 
蔦 (6_2} 2.3 87•51~ 

饒 11! ●這入口

"'" 
ST'°' 

小形鬱菖 2.、1.0 給・` •函
ST_,. 

Jヽヽ影事● l.O 81•51'3 
震這葛 tll過入口

• ST°" 
D 

ST磁→硲
UJI 

,ヽ,i遭 蔦 ... 1.2 8'・:Jm . .,, 
霰濾入口

小形• 3.0 1.2 87-51況

-210 
ST如 4-.l靖,.. 2.3 1,1 ... ,,., •四

STOOS ． 纏 '1-5151 
鑽逼"' ●遍入口

~211 STOO< ． 葺 鯰•3'117 •四
ST総 ． 霞 37・5UJ 

量遍"' 玄宣糧

｀ 
嶋

・212 
ST如

攣 鬱 86・3'1l a,.,o, ST。＂ 停 欝 , .. ,., ., . ., .. 
費遍"' 麟皇b量

•213 STOO< 
戴 藁 86-3お9 ..... STOt? 

斧 霞 , .. ,., 17•5 1砧
緻這鴫 鵬宣む鸞

~214 ST ... 
蔓 ． 86・396S . ... ST● It 

三 /I!も 3,1 2.8 81-516' 
g 鑽逼艦

“ 
鶴宣lli

→ 215 
STゆ

竃

“ 
邸.,,., .... STGI? 

鬱 ． ,., ”囀5111費濾JII 玄寛庫薗

., .. ST如
凛 鴫 86·"'1• •四

STOIZ 小紗鑽• 1.5 .. , 訂・S16"
鑽這纏 麟冑鉦薗

・217 
ST如 • II .... 如 9ヽ.,.,

STOU 
免 攣 ,., 17・5tn 

""' “ 
-m ST釦

蠣 瓢 瓢3知 ・心
STOH 

鼻 U .. , 2.7 87•Sl1S 
鑽遍纏 玄寛匹

... ,,. ST如
勇 編 u tt・'1'7 .... STOh ,. 

璽 ,.i ., . .,,. 
玄高床菖 玄宣床璽

・2$1 
ST佃

糟 菫 u 訂-suo ・磁
ST<IU 

三 角紗 '・' !.、 17•"7ヽ
玄聾覗 玄寓応纏

-25' 
ST001 

鴫 戴 ••• ,., 8H1'4 畷
STOlヽ

鵬 真 ,., ,.、 '7•Sl73 
玄電櫨土 玄宣攣Iii

・25.l 
STOOi ,. 彎 ,.、,.、 81・$1'4 "ヽ•“

$TO!S 
lfl 霰 s.o , .. .,., 叩 l

玄竃鴫 舅寛

・2$< 
ST叩

囀 璽 , .. 81・51<46 ・Sn> S TOl.5 
． ． J.I m會 12044

玄聾珊土 鯖喩
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（ ）は攘定

苔Y.,-En tt1t.i,1 

” ． 
計鯛纏(ca)

員遍!!Jl藷Iり 悶~...... 出土鰻！瓜 彰 ． 
It翼●(ca) 

貫 ltllヽり
.. 員 ・皇蝙 ．貪員 饂JI.

10ヽsn STOl5 
小硲攣量 , .. 1.0 ., . .,.., 1ぷ,. .,, STOOi ＊三負” ••• ?.8 ● 7-12滋

＂＊ 広面直．と

・$1' 
ST01$ 

攣 鬱 81・1!0<$ •鯰2
ST的 I

皇 燭 S.3 u m・1t3)8
綱宣 鯛講

•$73 STOIS 
． 慮 17-1叫 0 ・823 

STOOi 
鬱 畢 81・12311

父寛床虜 庄"111'.と

110-(1(11 STOl6 
椿 貫 ,., 3.7 IJT・I匹 → .,. 

STOOi 
Ill 鵬 切・12316

玄寛比藝 ・点糧

如
ST(llヽ

幡 鴛 3.6 IM2'XI、 . .,. STOOi 
． 皐 81・12315 

玄ll鴫 麟寛鴫土

... , STOl6 
＂ 

鑽 , .. (2,7) .,_,,.,. . .,. STOOi 
讀

“ 
87-lUIO 

玄宣虻重 調宣直上

8 
S珈

ST●Iヽ
員"'Oil! l.t ,., .... 細 C JJS•141 ST匹

蝙 露 3.1 ..... ,. 
玄宣壇士 石宣禰土

紐
STOifi 員角妙 2.7 .,., 匹 ... , ST匹

幡 饗 86・011 
玄寛蠅土 石嵐唖土

‘“ 
STOii 

小形農漬 ,., ●,9 .,., 血 •以3
ST匹

直 懺 ••• 趾ヽ"'
"虹 石寛畷土

鴫 疇

122・111 
STOU 

鼻 鵞 , .. 3.1 
.,_,,.., .... STOOZ 

卿 纂 , .. ....... 
鑽這“ 5宣檀土

・7U 
STOI? 

斧 11 ,., (2.3) .... 磁？ ..... S'T四

＂ 
． I.S ... ,.,. 

女宣糧 石宣畷土

•713 STOl7 
渾 II ,., ., →I碑 ·• ヽ●

STOO? 
霧 鵬 給・'901

“ 玄寓壇土 区 石貪漫土

・71ヽ
STOl7 

豊 攣 3,4 81 ・鮎？
ST匹

霞 響 給・"19
霞鵬 Ull鴫

・71$ 
STOl7 .,.,,.,. •以•

STOC? 
． II 86•N慮

贄 ロ 石寛鴫土

・11● 
STOl7 

． ． l.O t1~1磁1

’‘’ 
STOOi 

． 鵬 腑•”‘玄憲絃遍 石重糧土

・117 
STOil • 笥 •. , 11~12068 •匹

ST匹
戴 瓢 ... ,., 

史宣入0 石宣鳴土

.... STOl7 
小8畢濃 3.5 .. , 

~ - · 加
... , ST匹

戴 島 駁・”
安寓噸土 石宣遵土

•719 ST● 11 
小彰鱒饂 , .. ••• $7・1206:t ・11$1 

ST匹 4, ..... 1,1 ... ,.,, 
玄憲応llf 玄宣漫土

I C 13'渇 "
ST幻I

停 ． , .. .ヽ,
” 

・853 
ST匹

攣 ． 1.2 製,.,.,、
麟宣匹 玄宣鴫土

STOOi (7.4) (2.8) ＆心.,, STOOi 
暢 璽 ... ,,.,. •820 

庄孤直上
，， ., ... , 匹

玄憲覗土

Tab.24 紡錘車一覧表

~, ..... , 州＋鴫 纏 綱 .. e舅 亀菖鬱...., 哀r,.-En ホ十＿疇貪 纏 割 If. 色 調 ．．書●●●り

ST● II l m-m 
STOl7 

． 
,.. 珈

囀 寛
紡霞拿 ？ l,8XL9 灰褐色 “べ31 '-""区農遍 謁 ● ● 誡 e .... 隅

”饂i証

“ ... .. ヽ
STOIヽ " .. 3.1>13.8 灰色 ....... & l:SZ•833 STOOi 

訪 ● 皐 鰍〇色 “•高鴫丘費土 曹濯,r±
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Tab.25 装且共一覧表 （ ）は撹定

: ,._.an 出十寧A 曇 冽 ,, 碩.臼., 1!1111 鳳膏鸞引ヽ Iり 百心・胃●り 出土遺点 ● 綱 ,, 閲.. ""' , 色 ・ ........ ●り

~ll-謁 STOI 
＂ 

瓢 l.9X3.2緯艤色 ... ,,o 9S・4?6 
STOIヽ

．｝子玉 2,2Xl,S 遺 "
謁,,,

歓憲 玄憲氏園

n-磁 STOOi 
＂ 

● 2.sxt.8 冑縁色 ...... . .,, “S寓T琢OI襴ヽ 切 'f• 玉 2.lxl..t 遭＂
... .., 

肩寛痩土~

細
STOOi 

＂ 
羹 t.Sxt.7 冑綸色 瓢｀ヽ61 . .,. STOU 切子玉 l IIXJ,,4 退 轡

謁｀”嗣賓珊土 ヰ心

’” 
STCJOI 

＂ 
讚 2.1x2.o ＂誡〇 島ヽ., .ヽ19 STOIヽ

冑 玉 2.2)(1.2 貴土色 郎....
蔦遭床鸞 止鳥体鼻

... ,,. ST ... 

” a 2.8X3,0 "Iii色 瓢・,.. · •80 
ST●Iヽ

角 :l 1,3><1.I 鶴騒 訊べ蒻
石宣覗 “漬

~231 ST如
＂ 

讀 2,2X?.1 會 e 鯰_,., .. .. STOIヽ 闘 平玉 l.2X0.9 a朔 鵠.,,,.
石直璽土 玄宣..鍼

磁
STGOl 

＂織？ 1.1,c1,J 謬鳳色 瓢 .... .. .. ST● 14 
丸 玉 1.2)(1.3 攣色 ... ,030 

石宣蠅土 ..... ,.. 
”•磁

ST007 
＂ 

珊 2.)X2.ヽ flWt'l 鍼；... , ．、と 玄S直T床OIiiiヽ

＾ 
玉 I.IX1.3 ., t!I .... ,, 

“門床響

6'•l37 ST008 
士 玉 0.7XG.8鼻 e ... , 芍 ., .. STOl-t 

" 玉 0,9)(1.0 尋色 ... ... 
霙遍人n 玄宣氏董

3お
ST四

土 玉 0,$,cO,f 属色 軸.,,. .. .. STOl• 
丸 Ji. I. 3 ,c I.I 誡 e 86-、"'鑽這人口 玄宣床薗

＂ 
B 

匹
ST008 

土 玉 O.IX0.8. "' 製ヤm ・磁
STOH 

丸 玉 o.,xu Iii I!! 馳·◄磁
羨遁人0 玄竃床爾

-310 
ST叩8

ガ9ス玉 0.3X0,S II賣色 ,. . .,. ・碍
STOit 

f/1ス玉 0.7Xl 0 ”膏色 縞•四I
糟這人口 玄菫内

山1
ST磁

ガラス玉 0.3X0,5 111il!i 駁 m ・逗
STOIヽ

,,. ス"0.6X0.i II冑＆ 86•"'3 
員逼人口 玄寛内

鴫 鴫_,., ST008 lfH玉 o.2xo.、胄縁＆ 狐-m ・籍9
STOU 

ガうX玉 0,$)(0.t II冑色 ％・り1,
懐這人口 玄寛内

3'3 
ST螂 JI., Ali o.ixo., 冑械e 紙.,, ., .. STOI• ,,., ~ 玉 o.1xo.a .. ,.,. 86• ヽ ""
震逼人0 ヱ寛＂

.,., ST008 11,~ 玉 O.JxO.J ＂冑色 ... .,. . .,, STOIC ガ,x玉 G.$)(0. 7 冑 e 紺4匹
戴遍人＂ 玄重内

沢 s 
•四

ST叩6
ガ9ス玉 0,)XI),, II胄色 16・4" . .,, STOU 

ガラス緊 o •• .-o.a ffll& 狐・..,.
舅遍人口 文宣内

-3"1 ST鴎
It "'i. ?.3X0.I 鵬馘e 闊、80 .,,, STOU ガうスJi 0.)X0.6 冑械色 86• 如

隕遍入Cl 玄寛内

-, ヽ1
ST螂

會 ~?.OKD,IS 輪誡色 ... .,, .. .. STOIヽ
ガ'"'玉 o.,xo., 惰贔色 狐 ・ -

僕遍人口 玄寛内

_,.. ST鴎
冑 玉 l.lxOヤS 蠣 e 綺.,. ,,,. STOIC ,,,;(. 玉 0,4:,cO.S 111te. 瓢 -

鑽遍入口 玄内

81→ ~16 STOl2 R 織 ?.2X'l.ヽ ~ .. 色 ... ,., .. ,. STOl4 
＂ 

_. 2.1x2.• 謙鳳色 瓢•””航竃以面 玄寮［藝

,. . .,, STOIヽ
切子玉 t,1Xl,1 遺"

... ,004 _.., ST014 
＂ 

彎 2.1x2.a 欅鳳色 .... 賓
石寛内 玄

・ヽ73 STOlヽ
切子玉 ?.5XL5 這 彎 ... ... .,,. STOIヽ

II ■ f.6X2.8 襲●色 瓢・ヽm
” 攣薔 玄宣床轟

-m STOIヽ
切子玉 t.、xI,'I 透 囀 86-< .. -<'9 STOU 

買 ● 2,6X2.9 彙色 ... ,30゚玄事紘111 玄宣匹

-、7S STOU 
切子玉 !.ofXl.8 透 ＂ 狐.,,. •細

ST●I』
“ • 3.IX3.3 葎•e 鶉•400 1

玄寛鍼曇 玄寛ぼ爛
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II. 古墳時代の遺構と遺物

() l!PII定

: lla-•l!!n 出土疇a ． ＂ ,, 引l及≪.l,, 色 胃 ..., •• o i, , ... 11n /ti十芍月 纏 綱 tt雌xkn a 胃 ●遺轡u n

95~5い
STOU 

＂ 
鷺 t,3'<2,5 檀鳳色 86-• 匹 110-<20 

STOl6 
11 鵬 2.2Xl.3 iUI色 86・ 印ヽ

玄寛床賣 玄宣11:ili

. .., STOH 
＂ 

瓢 .J.Oxl.3 葦鼻＆ 邸身"'" l>J•m ST017 
-" 玉 0,1X0,8 麟 e 邸・螂

磯C表土 玄宣床Ill

•四
STOIヽ

勾 玉 J.2><1.2 繕 e ... ... .,., STOU 

" 玉 0,6X0.7 鵬色 邸磁
玄烹匹 玄寛床蒼

• 細 S TOtヽ
胄 114■1;6;t) X tf ti 胄鍼色 給・..,. •n • ST017 

士 玉 o.sxo.、 算 1!I ""'"' 玄寓床薦 玄憲床藝

, .. ,, 舶 S TOI.$ 
ガ9ス玉 o,,xt,7 讚騒色 給・,.. i .,,. STOl7 

土 玉 0.f)(〇.$ 黒色 的・螂
宜寛 玄霊氏遍

•埠I
STOIS lf!>;t. 玉 0.、xo.1 躙咋 ...... , .,,. ST017 

""ス玉 -0.4 X(I.、 水〇 鍼i-4906
玄点 玄寓未藝

•5'? ST● " ガ9ス玉 o,,)(o.s 匹 0 騎.,041 -m 
STOJ1 t1, ス玉 0 .3xO. • ＊色 鍼十.,,◄

玄宣 玄憲駄菖

9父3 STOIS 
IIクス玉 0.4X0.6 環鼠色 認..... -rn STOii 

ガうス玉 0.a&XO.S * el 認・◄912
玄憲 玄資

・$3< 
STOIS 'fl, ス玉 o.Jxo,& 胄色 鯰・ヽ磁 ・7切 ST017 If., ス玉 O.Jx0.4 ＊色 ...... , 
玄寛 玄道

•SIS STOl!i ,,., スエ O.Sx.0.4 嶋械色 狐•“” •731) STOU ガラスJj O.lXO,S 匹 e M・-itl、． 玄寛 ． 玄 111

謁`
STOIS 

ガうX玉 o.ixo.、 囀 色 瓢•ヽ'" ・731 STOI? 111ス玉 0.、X0.6 會 色 ....... 
玄 寛 -..111薔

•印
STOI:, 

IIラ,.玉 0.3xO.、 冑wa 狐・・'"
.,,, ST017 

ガラス玉 0,3X0,6 ＂青色 編・ヽ100
玄宣 玄置趾瓢

岨 ・磁
ST01$ 

111::t玉 0 .3•0.4 纂贔色 鵠""遭 ・733 
STOl7 

ガ'1'"'玉 O.Jxt>.、 ●騒色 狐・4915
玄直 玄寛ぼ艇

.,., STOlS 
ガラス玉 O.~xG.、 轡馳e ..... ,. .,,. ST017 

ガうスヌ G,3X(),5 ＊色 鵠‘”玄 寛 玄霊床潤

110・ 紐
STOJ6 

士 玉 0.7X0.9鼻 e 86-4053 ., お
s Ton 

11,A玉 0.3X0.$ -. a 狐・、90(
玄 i11l 玄寛蜘薗

区 .... STOl$ 
土 玉 o.、X0,9 凰 e 蒻4匹 g _, 箪 STOl1 

ガラス玉 0,3XO,S ＊色 蒻り鳴
玄宣床鴨 玄寛釈薗

•611 Si0l6 
"~~ 玉 O.&x0.8 ＂冑 色 純・““

.,,, STOI? 
ガ9心 0.3 x(I. ヽ,. a 誌-4.911

玄寓飯禰 叉宣床蝙

・612 Si016 ガ,::t玉 0.3X0.6 冑 e 闘-- •T.18 STOlT 11,x玉 0.JXO.~ ＊色 狐・,..,
玄寛Wili 玄宣匹

•613 S 1'016 
'111"'玉 o. ヽxo,s w l!I 闘•山 -m 

STOl1 
ガ9ス玉 O,)XO,S ＊色 鈴べ910

玄寛匹 宜寛床薦

•6" STOl8' 
曹 玉 2.、)(0.9 •“色 邸1匹 ·7• ● 

STOl1 11 , ~ 玉 0.、xo.s “冑色 狐·•匹
玄宣銀遍 玄宣匹

. .,, STOIG 
讐 玉 i.ix1,o ．綽色 謁...., 

’“ 
STOl1 

ガうス玉 (I. いxo,、 尊彎色 駁・""'文宣床薗 宜宣床這［

-616 
ST0!6 

胃 玉 ?.2Xl.0 鴫lill!l 葛・- ・"2 
STOl7 ガうス玉 0.3X0.6 ”冑e ...、初

玄宣床薔 玄宣床癬

"'" 
STOl6 

讐 玉 2.ヽXO.ti 鼻綽色 86·•0•4 .,., STOl7 
が9ス3i.O,)>tO,、 II彎色 ... 雌

玄漏 “ 
•6JS STOIヽ

讐 .s t.9x0.8 慎誡0 葛••お1 .,.. STOl7 
ガ9ス玉 o、)(0.6-

""" 
瓢.,,.,

玄宣床髯 玄寓氏鍼

.... S1'016 賣 玉 l.2X0.9 灰Aa ... , .. , .,.. STOl7 ガタス玉 。上 >ヽtO.G 11ft色 8'·• 磁
玄宣氏遁 玄宣紺直i
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<1は措

~ r .. -n~ 出土珀点 檀 綱 ,,M, r,., ●9 色● 鼠竃..~.. り ~, .... o 出土疇A ● 綱 ,,輝.""',, 色鯛 .... 曼鍮●り

l2J•7<6 STOU If~~ 玉 I>. ヽX0.7IO'fl色 餡・- m-111 STOii 
ガラス玉 O.!lxO • .& * a ... .... 

玄床禰

”’‘ .,., ST01' 
“ラス玉 0,$)(0,6 群冑l!'l 邸磁I •m STOl7 JI., ス玉 0.2)(0., 匹色 ... ..,, 

玄 iJi 玄憲内

,., STOU ガ':>A玉 o.sxo,6 訂胄色 蒻•”” -m STOl1 
ガうスJio,sxo.t 仔冑〇 .... ,,, 

玄賓庄藝 宣宣内

., .. STOl1 
ガラスエ 0. ヽ >t0.7 ＂＂色 ...... •m STOl7 "':ll玉

o.、xo.1 ＂冑色
,._.,., 

玄寛ぼ潤 玄寛門

, .. ST017 ガ9ス玉 o. ヽxo.s ＂冑色 ... , .. , 8 -m STOl1 
ガクス玉 0,4X0.7 群胄色 誌ヽ'"玄重琢面 £鴛嘔土

”’ 玄S寛TOI民薗? -fl, ス玉 D.• x0.6 11111!! ... .,,, •716 
ST(ll7 

II?-ス玉 0.$)1.0.S 胄色 “““ 玄""'
喰

, .. Snl7 d<) X.Ji 0,3XOヽ ＂＂色 糾 磁 ←m S Ti117 
ガうス玉 o.cxo.6 11111!1 誕←●凶

匹公葡 玄寛内

” 
ST017 ガうス玉 0ヽ XO.Ii II冑色 邸~"9• m ST(ll7 

ガ9ス玉 0.3XO.t ＊色 .... ,., 
玄寛ほ閾 Ci< 玄寓＂

;;, STOl7 II? ~3: 0,3X0.6 '011"1 “”” 
.,,. STOU 

ガ9ス玉 0.3,c(),、
灰""'.... "" 

""禰 文宣内

., .. STOl7 
土 玉 0.7x0,8 鼻 i!I 狐•螂 ., .. STOl1 

讐 玉 ?.'lX0.8 疇“色 認...,, 
R 虹糧 玄宣糟土

'" 
STOl7 

土 玉 0.6X0,7鼻色 86・ 嗚 I -781 ST011 胄 玉 1.txo.s電械色 ...、匹
玄賓.. 樋 玄隻内

.:s, STOl1 
土 ~I o.sxo,e; 鳳色1趾四 .,s, “ST01床真7 ＂ 

璽 t.、x?.9 白彙e ..→ .,., 
玄宣卑'lll

,. ,, 埠 ST017 
"'ス玉 o.ixo.6 ... " 謁..,,. IU-83? 

STOOi n 暴 %.lx2,6 ＂騒色 86・1閲
/1:!ll内 鑽這糧土

-,s, STOl7 ,,., ス玉 o.,xo,s ＂胄 a 謁•““ 136-鯰S
ST磁

” • J.Ox),2 冑鍼a 86•191 
玄寛内 文宣店閾

., .. ST011 
II'> .:t玉 0.<tx0.6 * a 

給_.,,, 遠.. 
ST002 

＂ 
● t.ox2.2 ＂縁色 属-m

烹寛糧土 駈...

“ 
.,., STOl7 ガ9ス玉 o.Jxo.、＊色 .. ●●嗚3 ・1$1 

ST四
11 曝 1.5)(1.6 冑縁色 86・"3 

玄函 玄賓駄薗

.,., $TOI? 
ガ9ス置 0 . .4X0.S 4< e, 葛.,,., ~ass ST匹

＂ 
● 1.sx1.s 胄誡色 邸.,..

文宣内
C 

玄寛床圏

'" 
STOl7 If~ ス1i.0.3X0.5 * a 瓢 1如 1 •お9

ST四 II曇 ？ o.txo.s 編艤色 純•““玄 J'I 石寛庫薗

-1&< 
STOl7 

ガうス玉 O,lXO,、,. fl 鱗•““ 鴫 •細
ST磁

"霧 ？ 1.0x0.9 ●●e 狐・""'玄髯 石富匹

'" 
S TOI? ,,,, ス玉 O.JxO.S * a “・ヽ070 •邸I

ST四
勾 玉 l.9X0.7鼻色 86-, ... 

玄寛Iり 6憲舷面

STOl7 
区

ST磁_, .. 
凍~り

，，うス玉 o.•x0.6 ＊色 8'·•006 ・磁
石寛心 土 玉 0.3XO.S 黒 e 鍼・-

"' 
STOl7 

ガラス玉 0.3X0.$ 水 0 ... .. ,, . .., ST匹
土 :&: 0. ヽxe.◄ • ei ... 畑

玄慮内 石寛駅薗

-1凶 STOl7 ガ9ス玉 0.3X0.4 賣騒色 狐・""' ・祖
ST匹

土 玉 0,3Xt.$鳳＆ 86・-
玄 石重Ii

_, 納 STOii 
111'ス玉 O,lxO,S ＊色 瓢・碑 •総

ST四
土 玉 o,sxo.s 鼻 e 如 -

”内 石床戯

.,; STOJ7 11,~ 玉 0.3X0.4 気 e 認・ヽ07、 •鰤
ST匹

土 玉 0.3XO.S鼻色 ..... ,. 
玄V内 6重心
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II. 古只時代の遺講と遺物

（ ）は措定

~r.,·ll!n 出土嵐4 ● 胄 ,t外mx""u 色胃 ●董樗HIり 農F鳩信●り 出土培A II 胴 "外~"-叫' 色躙 “遣茂隻Nit#

136 867 
ST匹

土 玉 OAXO.S患色 邸・41111 136• 籾 STOO? 
土 玉 0.S)l.0.ら 昂色 .... 如

石窯釈懺 石憲... 

•臨
ST002 

土 玉 O.~ XO,$ 累包 ....... , ・紗3
ST匹

土 .:i o. ぃX(l,5黒色 ... .... 
6寛ば國 F,JlJ<lll 

.... 石ST床四鳴 土 玉 0.-txo,5• ~1 邸心I "ヽ
ST匹

土 .Ji o., xo.6 置色 馳 "61
6寛ぼIii

. .,. ST匹 .I, 玉 O.~ XD,5 艤 色 絡・ヽ 匹 ・磁
ST匹

土 玉 o,sxo.、房色 ... ..,. 
石寮趾湿 l]Jl!Jl<11! 

"' 
ST如 .t 玉 0.3xl).5 晶 e 狐_..,, ｀％ 

ST匹
土 玉 0.tX-0.S算色 ... ... , 

む寛紺面 E憲WI!

. .,, ST四
土 玉 0$X0,5 鳳色 .... ,,. 

’” 
ST匹

土 ｀゜.~ltO.S 鳳色 “•山9
｀浅床躙 ”烹体疇

•ffl ST四 .t 玉 0.◄XO.S 嵐 e “｀絡1 •誕
ST匹

土 玉 O.Sk.0.6息色 郎““g電磁虞 E寓匹

. .,, ST匹
土 玉 o.sxo.、鳥色 謁・`ぬ •給

ST匹
土 玉 (I.着)(o.、晨色 綺•Sl"a石賓松iii 石宣床葛

. .,, ST匹
土 :i 0.4X0.$ 鼻 e 誌、832 ・900 

STOO? 
土 :i 0.3X0..S 黒 e ... , 蜘

石寛匹 6寛床働

C 
,,,. STl加

七石宣床薦 a. 0.3X0.i 讚 e “へ4懸 C -,01 ST匹
石烹匹 上 玉 0,3)(0.$黒色 謁·•IIO♦

・811 
ST如

土 JL O.lxO.S 鳳 e “‘邸9 •欧 石S置T氏匹面 土 玉： 0.4X0.S 皐色 86-'830 
石寛床薗

●● 78 ST匹
士 玉 o... x0.7 鼻色 葛｀ヽ"'

.,., ST四
土 玉 o.•xo.5 鱗色 鈴•'8lJ

石寛床遍 石宣氏―藝

培 ・3'9 
ST四

土 玉 0.、1(0.、鳳 e 謁.,ぬ 鴫 ’“ 
ST匹

土 ｀゜.,xo.s綱色 狐.....
石憲ば議 石宣床膏

•細
ST四

i ~o.1xo.6 厖色 葛.., 違2 . .,. ST匹
土 玉 0.4)(0.5鳳色 祇,-,応

石寛ぼ薗 U寛紺藝

•蒻I
ST002 

土 玉 0.6X'0.7 ,. 色 瓢・ aヽu •露
ST匹

土 Ji. 0 .3 XO.$ 鼻色 .. _, 切
石寓111ill T,1!1l'II 

区
｀ね

ST四 .t -:( 0,1XO, 7 黒色 駁,.、細 只 聟ヽn 石S宣T床匹疵 土 玉 (I.,x(I.S 鳳色 ...... , 
石宣累潤

渇.. 
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調査した逍構は、古坦22基と土墳2基、不明遺構1基である。古れはすべて古項時代後期のも

ので内部主体は横穴式石室が20基、小石室が2基である。以下、これらの古項の特徴的な事項

をいくつかまとめて整理してみたい。

1. 墳丘と地山整形

各古瑣の項丘盛土は、田畑による削平、あるいは丘陵斜面に立地していることから流失して

おり遺存するのが少ない。 坑丘盛土が完存し、調査時にすでに開口していたのはB区のST

001、ST002古項がある。この2基の坑丘高は2~2.8mを測る。この他に比較的墳丘が残存す

地山整形 I. 逆L字状整形 (ST002、012) 2. 馬蹄形掘削 (ST016)

入
周溝 1. 馬蹄形 (STOJO、016)

Fig.148 地山整形 ・周溝類型

rヽゞ
戸一=--=T T 
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るのが、 ST012、015、017古瑣、 D地区STOOi古項で残存高は I~I.Smを測る。斜面上に築

造するため広い項丘括庭面を作出することもできず、従って高い墳丘を盛り上げることもでき

ない。結果的にそれがSTOOi、002古墳のように玄室天井裔2.5mを測るような石窒をつくるた

めにはより深く石室掘り方を掘削しなければならなくなり、 STOOi、002、007、016古墳など

のように1.5~2m近く坑丘括底面から掘り込むことになる。ただ、全体的に斜面上に、コンク

に直交して石室をつくるため、奥壁側石室掘り方が深くなる傾向がみられる。

石室構築1こ先行する地山整形には I.坑丘基底面の作出、 2.石室掘り方の掘削、 3.周溝の掘

削などがある。こうした地山整形の中でも、尾根の東西両側端に占地する ST002、012古坑に

みられるように、逆L字状に大きく地山を掘削して、より平坦な坑丘基庭面を作出する例もあ

る。これはやせ尾根という限られた慕域の中でもさらに古墳築造に適さない場所でそれを試み

たための地山整形ではなかろうか。また、丘陵斜面（傾斜角度16度）に占地したST016古坑は

奥壁背後の地山を大きく馬蹄形に掘削している。

周溝にはSTOOJ、004古瑣のように全周するクイプと STOIO、016古坑のように奥壁背後に

馬蹄形溝を掘削するクイプがあるがこの違いは古坑立地によるものであろう。尾根裾部で平坦

な慎丘基底面をえられる場合全周する周溝を掘削するが、一方尾根中腹など傾斜がきつい斜面

の場合斜面上方からの流水を下方に送り出す機能をもつ馬蹄形溝を掘削することになる。

墳丘径の最大のものはSTOOi古項で約J6mを講る。 ST002、007、012、015、017,D地区s
TOOi古墳は径約I0.5~12m、STOIO、014、016古項は7.5~9mを測 り、 概して小形である。

2. 墳丘列石

墳丘列石には、 lj'f丘土眉断面観察から坑丘基底面直上にのるものと、碁庭面から20~50anの

盛土の上に配するものがある。直上にのるものがST015古坑でその他のST002、010、014、

01市 墳は盛土上に巡らす。列石は径30~5如nの転石を荘状に配するが削平のためか2段、3段

と積み上げるものは少ない。わずかST002古墳のみ部分的に 6~7段の列石の積み上げが残

る。

列石平面形態にはST002、014、015古墳のように石室後側に半周するものと、 STOJO、017

古墳のように羨道部先端から連接して全周するものがある。この項丘列石は、墳丘築造にあたっ

ての盛土流失防止用、そして瑣丘を少しでも高く盛り上げるための施設であろう。

また、ST014、017古墳では列石直上から築造時期の土器群を検出した。石室構築に伴う瑣

丘祭祀土器によるものと考えられる。

3. 閉塞施設

閉塞施設が残存する古墳は8基あった。閉塞箇所は前門部と玄門部閉塞があり、複室は前r1
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閉塞で単室は玄f"J閉塞となる。単至両袖製横穴式石室は天井石を架構する羨道部を連接するこ

とはなく、玄門から前庭側壁を連接しているため玄門閉塞となる。また、玄門あるいは前門床

面の 1、2石からなる桓石を根石として閉塞石を積み上げる。単室で玄門閉痙が残存するもの

としてSTOlO、016、017古れが、複窒で前門閉塞のものにSTOOi、008、Oil、012、A地区S

TOOi古墳がある。閉塞施設には前門1こ蓋をするように板状石材をたてかけその指後に径20~30

anの転石を積み上げるクイプと、桓石を根石として転石を積み上げるタイプがある。前者にS

TOOi、Oil古瑣が後者にSTOOS、012、A地区STOOi古墳がある。遺存高は大方60an~l mを

測る。

4. 石室形態

内部主体は横穴式石室で複底両袖型が11基、単至両袖型が9基、ほかに小石室が2基ある。

横穴式石室の石室平面プランは大きく 3つのタイプに分かれる。

複室両抽型

D地区STOOi

玄室平面長方形 STOOi、002、008、Oil、A地区STOOi、C地区STOOi、

前窒が発達して幅広の平面長方形になるクイプにSTOOi、002、011、C地区STOOiがある

が、これらは玄室中央幅と前盗中央幅がほぼ同じになる。それに対してSTOOSのように前室平

面正方形気味で前室は発達せず柱状の前門袖石をたてることで前室をつくりだすタイプがある。

玄室比は1.3~1.l. 

3 mi 

（
玄
室
長
）

：出
0小石窪

2 m  

5゚ 

•
19 

8
 

•
I 

Im 

06 

Im Zm Jm(玄室暢）

Fig.149 玄壺法量図
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1. 複室西袖型、玄室平面長方形

ノ

1 ½ 
; （ l 

B. S TOil 

l C.STOOI 

B. S TOOi 
)e.ST002 

） 

） ＼ 

＼ / A. S TOOi ｛ 
B. S T008 

2. 複室両袖型、玄室平面正方形

('t 

｝ r ） 
｛ 

［ ヽ ) B. S T003 B. S T004 
B. S T012 

（ 
• は閉襄位置B. S TOIS 

Fig.ISO 玄径プラン分類図）
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3. 単室囚袖型、玄室平面正方形~} fl fl 
¥ 

B. S T017 B. S TOl6 B. S TOIO B. S T014 

...__/7 口 , ¥ ．. ．． .）. ヘぐ｝ 
（ 

ー）

B, $ T018 8. S T019 8. S T013 
• 11閉寒位置

Fig.ISi 玄室プラン分類図 2

複室両袖型 玄室平面方形 S T003、004、012、015

同じ複室でも玄室平面長方形クイプは前室が発達し平面横長長方形の前室を作り出すのに対

して概してこの玄室平面正方形クイプは前産を明確につく りだすことを しなくなる。STOl2は

玄至中央幅と前至中央幅が同じで横長の前室を付設する。それに対してST003、004は前室が

未発達で平面的には明確な複室とならないが、前門に相当する部分に方柱状の石材をたてるこ

とで前室をつくる。玄室規模はST012がl.8XJ.9m と小形であるが、 ST003、004は約2x2

m、STO!Sは約2.7X2.7mと大形である。

単室両袖型玄室平面方形 STOIO、014、016、017、013、018、019

平面方形の玄室に前庭側壁を連接するが前庭両側堕は平面平行である。玄室規模はSTOJO、

014、016が約 2X 2 mでSTOJ7は2.4X2.4mとやや大形である。それに対して ST013、

018、019は前庭側壁を連接することなく、玄門袖石も柱状石材などを選択し、 立てることがな

くなる。また、 無袖化の傾向が伺え、玄室規模も約l.8X1.8mと縮小化していく。全体として

S TOlO、014、016、017タイプの石至から013、018、019タイプの石室への変遷が咀取できよう。

5, 副葬品

副葬品は土器、 鉄器（鉄鏃、馬具、エ具）装身具類が出土した。 ST005古墳を除いてすべて

の古墳から遺物は出土している。一般的に新時期の横穴式石室や小石室は副葬品が少なくなる

傾向が認められているが、本古坑群でも石室形態上新時期に位図づけられる ST013、018、019

古墳では土器のみ数点出土しただけである。また｀小石室である ST005、006古墳も同様
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S T006古墳で土器1点出土したのみである。逆にとくに土器の出土糞の多い古墳として ST

002、004、008、014、015、017古墳がある。馬具はST002、004、008、012、015古墳から鐙、

轡、杏葉などが出土している。 ST004古墳からは馬具の他、鍔・鉄鏃など武器類において卓越

している。装身具においてはST014古墳から切子玉、丸玉、ガラス玉など多くのものが出土し

ている。このSTOl4古墳は出土土器から見る限り本調査区内において築造時期が最も早く、装

身具など副葬品も優位であり被葬者の階附差を伺える。
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西 遺 跡

遺跡名： 宮西遺跡（略号MYN)
所在地：烏栖市中原町字宮西
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宮 西遺跡

I. 遺跡の概要

脊娠山系東端の九千部山から阿東にのびる尾根の一支嶺である群石山（探高201m)の山麓部

に遺跡は位骰する。山麓部はやせ尾根が南方に幾筋ものびており、これらの尾根を支群として

古坑群が形成される。尾根の棟高は大方SOm~IOOmであるが、本遺跡の立地する尾根はこれら

のなかでもやや大きめのものであり、南にのびる尾根が南西と南束に分岐するが、その南東に

のびる尾ill.I:に3基の古墳が並ぶ。調査区外の尾根下方に古坑1碁がある。また丘陵裾部に数

基の古1Jtがある。本遺跡の立地する丘陵を 1つの古坑群と把握するならば、本遺跡の古lJt2基

と調査区外 ］基はそのなかの 1つの単位であろう。

周辺遺跡では、鳥栖市東部を流れる大木JIIの東岸に東十郎古墳群がある。また、大木川東岸

の荻野丘陵には壁面系装飾画をもつ田代太田古瑣をはじめとして岡寺前方後円坑 ・灰申埜塚前

方後円墳 ・剣塚前方後円墳などがあり 6世紀代のこの地域の甘長墓群を形成する。

本遺跡から谷をはさんで北東250mの舌状丘陵先端には都谷B遺跡があり、発掘調査の結果

古墳18基を検出した。この丘陵の上方にも古墳が現存し調迂区のものとあわせると30数碁にも

なる密集型の群巣墳を形成する。本遺跡と都谷B遺跡の問の谷部が都谷A遺跡で調究の結果古

瑣 1基を検出した。 A遺跡の南方には細長い丘陵があるが、ここにも数基の古項が現存する。

本遺跡から見下ろせる水田部には百度塚古JJ"lがある。これは水田に 1基のみ、項丘を流失し

石室がむきだしになっているもので、内部主体は複室両袖型横穴式石室で、大形の石材を用い

て石室を構築している。水田部周辺には古項は現存せず、この百度塚古t.n1基のみ築造された

のかもしれない。このように本遺跨周辺には多くの古墳がつくられ、佐賀平野東部地域の古項

群密集地となっている。

今回の発掘調査で検出した遺構は古積2基と火葬基 1基である。 STOl古墳のすぐ北に、項

丘らしきものがみられ当初これをST03としトレンチをいれた結果、これが遺構でないことが

判明しST03は欠番となった。古坑は2基とも古墳時代後期に築造されており、内部主体は横

穴式石至である。 ST02古坑は斜面に立地するため石室構築前に馬蹄形溝の掘削や墳丘基底面

の地山整形される。前室からは須恵器 ・馬具出土.S X04火葬経は蔵竹器を存する。

S TOI古墳 円填、填丘径19.8m。単室両袖型横穴式石室で主軸をN6'Wにとる。玄室規模は
2.2(長）X2.0(縞）m. 築造時期は小田編年111B古段附期でIllB新段階期まで追葬され
る。

S T02古墳 門項、坑丘径17m。複室函袖型横穴式石室で主軸をN52'Eにとる。玄窒規揆は2(長）X
2 (幅）m。築造時期は小田編年1118古段階期で追葬はIV期まで。前怪から光形の須恵
器16J点出土．

S X04火葬墓 蔵1t器出土。時期は9Ctt, 

ー 220-



玄
q
0

唸
冷

I. 遺跡の概要

.,,,, ら[~/

ナ

w¥

..,...,,,,,,-

!Om 

Fig.152 

-221-

遺構配監図 (l/300) 



宮石遺跡

II. 古墳時代の遺構と遺物

1. S TOl古墳

(1)概要

調査区西側に位蹴し、尾根の下方約30mにST02古墳が築造される。坑丘も削平をうけ石窒

上半分を欠失する。南側斜面にむかって1l11口する。内部主体は瓜窒両袖型横穴式石室で玄室は

平而方形である。 項丘盛土内から杯蕊、身、甕が、玄室内から提瓶、直口壺、馬具（轡、鐙）

が出土した。築造は小田編年IU8古段階期で追葬は111B新段階期まで。

o
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＼
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Fig.153 S TOI古墳墳丘 (1/200)
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II. 古墳時代の遺構と遺物

(2)墳丘 ・周溝

瑣丘径約19.8mの円墳である。周溝は項丘北側から東側にかけてそれらしさものがみられる

が特に意識して作らない。項丘盛土前の地山整形は、奥撲後方と束側の鋸部を削り出しており

この裾部をもって項丘径とした。本坑は南東にのびる尾根のテラス上に占地しているため古坑

構築にあたって斜面にみられるような地山整形等もとくに必要としなく、より高い瑣丘を確保

するための墳丘裾部の削り出しのみにとどめたと考えられる。また、坑丘基底面に平坦面がみ

られるがこれも盛土の前段階の地山整形であろう。

墳丘盛土はJJ'l丘基底面から約80cm残存する。墳丘形成過程は遣存状態が悪いため明確にはわ

からないが大きく 2段階に分けられる と推定できる。第1段陪は石室構築の壁石の裏込め的な

ものであり、第2段階は石室天井部の被覆と墳形の整形にかかわるものである。第 1段防は廷

墳内の腰石配設後、攪石積み上げに平行して一段づつ叩きしめながら裏込めしていく。裏込め

土は腰石上方2段目で項丘基底面とほぽ同じ高さとなり、その上方の盛土から第2段階となる。

その盛土は石室を構築する石材が小形ということもあって単位も細かいし、また墳丘基底面が

平坦であるため盛土も水平1こ堆積している。大形石材を石室に用いて構築していく湯合足場固

めの目的もあって石材積み上げに対応して盛土の段階が分かれるが、本積の場合石材が小型と

いうこともあり特にそのような形成過程もみられないし、第2段陪盛土で突き固めるといった

こともない。

盛土は茶褐色土を主体と しているが、部分的に砂質土も混ざる。これは地山整形および廷填

掘り方段階ででた土を盛土として使用したためであろう。

瑣丘盛土内から出土した土器と して、杯蛮 ・身 ・甕などがあるが、 項丘祭祀として捉えられ

るであろうし、築造時期をしめす遺物ともなろ う。また、これらの土器群からややはなれた場

L=且邑墜

2紐

FiR.154 STOI古墳羨道血側＂り出土状況(1/10)

所から杯蛮 ・身がセットで出土している。ただ、

この杯蓋 ・身は先述した坑丘盛土内土器よりやや

新しい時期のものであることから、同時期の墳丘

祭祀として考えてよいかは疑問である。

(3) 内部主体

単室両袖型の横穴式石室である。南側の斜面に

向かって脚口し、主軸をN6"Wにとる。平面形で

玄室中心が墳丘の中心となるよう設計されたと推

定される。玄室平面形態は若干、羨道部側が狭く

なる長方形で、天井石を一石のせる羨道部を連接

する。玄室天井部はすでになく腰石とその上方数
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宮西遺跡

段の側壁が残存する。石室掘り方は平面羽子板形

で、旧表土から約60cmほど掘り込み腰石をおく。

規模は石室全長3.25m、玄室は中央長2.2m、中

央幅2.0m、奥壁幅2.lm、前燎幅1.95m、右壁長

2.35m、左壁長2.2mを測る．

奥壁は、腰石に1.0XO.Sm程の横長の2石をそ

れぞれ横位に配し膝石とする。腰石の上には3

~S段の石積みが残り、残存高は1.3mを測る。こ

の石積みは0.5X0.2mの横長の転石を乱雑に積

み上げたもので横目地も通らない。従って院閲も ° 
＼ 

相当みられ、部分的に小礫を詰めている。

右側壁の腰石もJ.QXQ.5mの横長の 2石を両

側に横位に配し、その間に0.4X

0.2m程の割石を挟む。左側壁の

腰石は、奥壁側から0.8X0.4m、

l.OX0.4m、0.3X0.3mの石材を

それぞれ3石横位に配す。腰石上

方の石積みは、両側限とも奥撲と

同大の石材を雑9こ積み上げる。 臭 ー

壁は第4段から石材を持ち送りに

積み上げているのに対し、両側撻

は残存する 4~5段目まで垂直に

積み上げる．

奥壁と側壁の屈角は膝石の上か

ら互いに頂なる三角持ち送り法を

r
 

八

L 
2 m 

用いている。

玄門部は右袖石に0,6X0.4m

の柱状石材を立て左袖石には

0.4X0.7m程の割石を横位に配

し、その上に同大の石材を積み上

げこれらの袖石上に栂石を架構す

る。この石はl.3X0.9mの扁平石

で羨道部の天井石も兼ねる。玄門

Fig.ls; S TOI古項石室閉塞状況(1/60)

I o 2m 

fig.156 S TOI古墳石室平面 (I/60) 

ー 224-



II. 古坑時代の遺構と遺物

床面に裾石を四き玄門幅は0.6mを謂る。また、玄窒床而には径0.2m程の扁平石をまんぺんな

くしきつめている。

羨道部は長さ約 Imで右側壁1こやや大きめの腰石をばくが｀左側壁は小ぶりの石材を雑に積

み上げる。羨辺部高はO.Sm、荻道部幅I.Omを測る。決門部はとくに意識してつくらない．

閉塞施設は玄門部にあり 、いわゆる板石閉塞である。すなわち裾石を根石としその羨門側に

0.6X0.6mの扁平石をたて、その秤後に人頭大の石を積む。

玄室内の遺物出土状況は、前壁左隈から提瓶が直立状態で、また前墜右隅からは、同じく提

瓶と土師器の直口壺、その他に馬兵が出土した。

L二且~.o餅

上

言
n

L
h
巳

_19.@m

。
2m 

Fig.157 STOl古墳石室 (1/60)
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rr. 古項時代の遺構と遺物

(4) 出土遺物

須恵器

杯蛮はA類 (I、2、3) B類 (4、5、6、7)がある。 1、2、3、5はいずれも口唇

部内面に沈線をもち 1、3は体部と口緑部の境に稜をもつ。 B類は口唇部内面の沈線の消失を

指標としていたが、5は小形化ということでB類とした。 4は天井部不定方向ヘラケズリ、他

はすぺて回転ヘラケズリ。

杯身はA類 (8、9、10、11)、B類 (12、13.14)がある。 8は底部内面に当て道具痕有

り。 12は不定方向ヘラケズリ、他はすぺて回転ヘラケズ，）。 A類は口径11.6~12.4叩、 立ち上

がりilll.4~1.6anとA類かB類1こかけて小形化が進む。 3、8、10、12は項丘盛土内から出土。

古坑築造時期をおさえる資料である。 4と12はセットでやはり盛土内から出土、 6、7、13、

14は玄r・1左袖石付近から出土。廷前祭祀に伴う供献土器であろう。 15は高杯脚部、二段三カ透

かしが入る。 16、17は横瓶。 16はほぼ胴部全面にカキ目頭整が入るが17は調整不明瞭。 18、19、

20は提瓶、いずれも完形である。 18、19は玄室前壁左隅から20は同じく右隅から面立状態で出

土。 18は胴部の施文、調整なし。 19は胴部前面に二条の櫛描波状文、 20は櫛描列点文を施す。

21は甕．

土師器

22は杯身、たちあがり一部黒斑状、内外面黒塗りか ?23は杯蓋、外面黒塗りか ?24、25、26、

27は高杯。 24、25は長脚で24は杯部に稜をもつ。 26、27は短脚で脚部のみ残存する。 26は内外

面丹塗り、 27は外面丹塗り。 28は直口壺、玄室前撹右隅から出土。外面ヘラミガキで器壁は薄

い。外面および顕部内面丹塗り。 29は無類壺、口緑部のみ残存するため器形もよくわからない。

H部内面に輪積み痕が残る。

鉄器 ... ('...  .. 
鉄鏃 (30~42)30、31は平造脳袂柳栞式で30は鏃身長6.Jon、幅1.9匹を測る。 32は圭頭式で

枷た“ 令

鋒先は丸みをもつ。 鏃身基部の断面は長万形、鏃身長5.2四を測る。 33は片刃箭式で鏃身部断面
0 み●

は三角形となる。 34~42は塁箭式で34、35、38は片丸造、 36は両丸造、 37は平造である。 鏃身
●よくのかつ、

長はそれぞれ34が2.6cm、35が2.2叩、 36が2.7cmを測る。 39~42は頸部のみ残存しすぺて棘箆被

で茎部に木買を残す。 42は樺巻。

刀子 (43、44)43は棟側が角関となり頸部には木汽、梱皮が残存する。全長!Oon、刃部長 6

匹、 44は刃部のみ残存、中位で曲がる。

弓付属金具 (45、46)45は片頭を欠損する。 46は全長2.3cm、どちらも中央部には樹皮らしき

ものを巻く。

47は不明鉄器、先端部を直角に曲げる。
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Fig.159 S TOI古墳出土須恵器 I(I/ 4) 
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＂． 古れ時代の遺構と遺物

馬具

轡 (48~53)48、49は索閃鏡板である。 48と49で対になる。 48の環径5.6an、49は6.lan、術

を連結する。街の全長!1.3on。50は街か？両端が困状となり全長8.0anを測る。 48、49と対にな

るのか、とすれば三連式街となる。 51は街の荘状部か?52、53は引手金具、全長約16.0cmで大

甜部は約40曲がる。
し●で

鞍 (54、55)全長約7.0an、位大幅4.5cmを測る。座金具がつく。

杏葉（茄、 57)平面関状で切り込みが入る。断面は外側がやや広がる長方形で環径7.5cm、内

径4.2cmを測る。 2つ対で出土しているため杏葉と考えた。匹珠の可能性有り。

ず^“鐙 (58~62)58、59は絞具と兵庫鎖からなる鐙鞘で58は兵庫鎖を図上復元している。絞具全

長5.8an最大幅4.2an、兵庫鎖は全長7.6cmを測る。 60、61、62は鐙本体である。全長1訳mを測

-

19 
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I
/

\\~4 ＞ i I; ヤ Pis 

゜

l凱，
1.0cm 

fig.160 S TOI古墳出土須恵器、ヘラ記号
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cn
:
 

似
見^

心

は^い
U"u

ム
|'
l

八
[五

こ
甘
口！

口
弓。3 

仝

ー4
 u

 。
4
 

い

[n"

日

固

胃

＂

3

5

3

9

 

）
バ

．

い

t

I

H

冒
ll

34 

し
_！ーー召

●’ 

cm 5
 

6
 

4
 

◎

'9
祖〕
a5

 

-

4
 

◎
'a
n日
暴
，0

0
よ

Fig.162 S TOI古墳出土鉄器 (I/2) 

-230-



II. 古坑時代の遺構と遠物
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II. 古頃時代の遺構と遺物

2. S T02古墳

(1)概要

調査区東側に位区し、尾根上方約30mにSTOl古墳が築造される。玄室天井石を欠失し、南

束斜面に向かって開口する。馬蹄形溝の堀削、坑丘甚底面の整地、墳丘鋸部の削り出しなどの

地山整形がなされる。内部主体は複室西袖型横穴式石室で玄室は平面方形。 ST02古坑と玄室

の企画を同じくする。墳丘盛土内から杯蓋、伐が、前点から息、提瓶、 平瓶など完形の須恵器

のほか馬具（轡・鐙）が、玄室から鉄刀、刀子、鉄鏃などが出土した。築造は小田編年IIJB古

段階期で追葬はIV期まで。 STO!古碩との築造駁は古墳占地からSTO!→ ST02と考える。
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Fig.165 S T02古墳墳丘 (I/200) 
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Fig.166 S T02古墳石室内遺物出土状況 (I/60) 

(2) 墳丘・周溝

墳丘径約17mの円墳である。石至崩壌の危険

のため墳丘の北西部約 II 4は地山整形面まで
L 

の掘り下げを行っていない。

本墳は南東1このびる屋根の斜面上に等高線に

直交させて石室を構築している。このような古

墳占地のため地山整形などでSTOI古墳とは違

うものがみられる。古墳構築にあたっての地山

整形は石室後方の傾斜面を約半周する馬蹄形溝

の掘削とその内側の墳丘基底面の整地および墳

丘裾部の削り出しの 3つの作業がある。

ヽ
_j 

L=l印.oom

ーー一~ 
Fig.167 ST曲墳前庭慕遺物出土状況(1/10)
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Fig.169 S T02古墳石室平面 (l/60) 

馬蹄形溝は傾斜面からの流水を下方に送り出す機能をもち、幅約4.0m、深さ約0.5mを測

る。断面三角形で玄立中心から溝の奥壁側J.:端まで4.0m、下端まで6.4mありそれぞれ傾斜変

換点となる。

また石室右方で玄室中心から約4m、平坦面がみられるが、これも盛土前段階の地山整形で

ある。この傾斜変換点から裾部に向かって玄至中心から約8.8mに変換点があり墳丘裾部をテ

ラス状に削り出している。

墳丘盛土は坑丘某底面から約1.3m残存する。盛土の堆積状態が奥壁側と側壁側で異なる。奥

壁側では石室に向かって傾いて堆積する。また右側壁側の盛土単位が粗く、左側壁側が細かい
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宮西遺跡

がこれはそれぞれの側壁に使う石材の大きさに起因していよう。

墳丘盛土内から出土した土器として、杯袈 l、身 1がある。玄門から附東約Smから杯蛮

2、杯身2が出土。これは萩前祭祀による供献土器であろう。

(3) 内部主体

複室両袖型の横穴式石室である。南東側の斜面に向かって開口し、主軸をN52'Eにとる。玄

至平面形態は正方形、前窓平面形態は幅広の長方形で短い羨道部を連結する。玄室から前室ま

での主軸は同一だが羨道部主軸はやや西寄りに曲がる。玄室天井部はすでになく、腰石とその

上方数段の側隈が残存する。前室から羨道部にかけては天井部が残り閉器施設もほぼ完存して

いる。石室崩壊の危険のため石室西側の掘り方を地山まで検出していない。

規模は石室全長4.8m、玄立は中央長2.05m、中央幅2.05m、奥壁幅2.08m、前限幅2.08m、右

壁長2.2m、左壁長2.lmを測る。

奥は腰石にJ.2X0.5m、0.8X0.5m程の石材をそれぞれ横位に配している。腰石の上には

3~4段の石積みが残り、残存高は1.2~l.5mを測る。腰石上方の石組みは横長の石材を乱雑

に積み上げており隙間も祖当ある。この隙間には小礫を詰める。

右側壁の腰石は奥壁側から0.7X0.4m、0.9X0.3m、0.4X0.4mの3石の石材をそれぞれ横位

に配する。 2段目は腰石よりやや小さめの長方形石材を目地が通るように積む。左債壁は高さ

約I.Sm残存するが、石積みは史壁、右側壁に比べさらに雑である。腰石は奥壁側から 3石、

0.5X0.4m、0.8X0.3m、0.7X0.3mの長方形石材を横位に配している。腰石上方の石積みは腰

石と同大かさらに小ぶりの石を無造作に積み上げる。奥壁、側壁とも 3段目から持ち送りして

いる。奥脱と側墜の隅角は腰石部で奥壁を挟み込むよう配はされており腰石の上からは互いに

爪なる三角持ち送り法を用いている。玄室床面には径0.2m程の転石を敷き詰める。

前室は中央長0.8m、中央幅1.2mを測る。右壁が左竪より0.2m長く、それぞれ1石の腰石を

配す。従って腰石も左壁のそれより大形である。前室の天井石はl.4Xl.2mの扁平石］石から

なり、玄宜捐石と前門の天井石を兼ねている。前室から羨道部にかけて 3石の天井石を架ける

がほぼ水平で高さを変えることはない。天井部高は0.8~1.0mを測る。前室右壁隅から、恩、

平瓶2、壺が前室左嬰隅から高杯2、退4、平瓶！、捉瓶5が出土した。追葬行為に伴う供献

土器と考えられる。

玄l"J部は右袖石に0.8X0.3mの柱状石材を縦位に、左袖石に0.6X0.4mの長方形石材を立て

る。玄門幅は0.75mを割り、玄門床面には枢石を配する。前門は玄門と同様、柱状石材と方形

石材を立て床面には桓石を配する。この第 1枢石を根石として閉器施設がほぼ完存する。閉塞

石は径0.3mの転石を積み上げたもので玄f"I天井部付近までぎっしり詰まっている。

羨門は左袖石に0.9X0.5mの長方形石材を立てる。右袖石は後世の撹乱によるものか｀破壊
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II. 古墳時代の遺構と遺物

されている。左袖石と同様な石材を配していたのだろう。

玄室内の遺物出土状況は前壁右隅から鉄鏃、留金具他が、左隅から鉄刀、須恵器壺が出土．

この他に耳四、勾玉、小玉等も出土している。

三三三~63
旱 66

こ豆三~9

ミ 2

三 64

旱 67

~ 70 

召 73

己重恥

乏邸

更;.

←→ -718 

竺三4

三¾1s
~
 

.，・
 ゞ 80

← d-d-~11 
O
・
 

2知

Fig.171 ST02古墳出土土器 (l/ 4) 
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宮西遺跡

(4) 出土遺物

須恵器

杯森はA類 (63、64)、C類 (65、66、67)がある。 63、64とも体部と口緑部の境に稜をも

ち、 63は口唇部内面に沈線を施す.63は逆さまの状態で69と並んで坑丘盛土内から出土した。

石室構築時の儀礼で使用されたのだろう。 68は宝珠つまみ付き蓋でC類とした。宝珠つまみ付

さ査はD類の範疇に入れるぺきであるが65、68、70、71がセットで出土しており65、70、71な

どの共伴衣料からC類と考えた。これらは玄門から南束約Sm離れた地点で出土しており茎前

祭祀による供献土器と考えられる。

杯封はA類 (69)、C類 (70、71、72)がある。出土状況は前述のとおりである。 73、75は短

頸壺。 73は玄室内左袖石右隣から並んで鉄刀 (119)、耳.6;I(138)も出土しており床面直上であ

ることからも被葬者の頭位方向を窺うことができる。 76、77は高杯、76は長脚二段三方透かし。

坑丘盛土内から出土、 77は脚裾部のみの残存で前庭部からの出土である。 74は蛮、器高は4.6cm

で杯蕊とは異なる。 iをなどの蓋であろう。

前寇の両煎から須恵器がまとまって出土している。前室左壁からは迅4 (81、82、83、84)、

高杯2 (85、86)、提瓶5 (88、93、94、95)、前室右壁からは退I(90)、平瓶2(91、92)、

壺 I(89)が床面から 3~17cm浮いた状態で出土している。 Fig.172の前室遺物出土状況をみる

と約ll~l7an浮いた土器群(81、82、83、84、86、87、89、91、92、94、95、96)とそれ以下の

土器群 (85、88、90、92、93)に分かれることがわかり、これが追葬回数に起因するのであろ

う。 11~17cm以下出土の土器群は型式上より新しい要索をもっておりこれが前室左右撲際で出

土している。これは後の追葬の際に前回の土器をかさ出すことなく 、より奥の方へ埋める状態

で供献したことを示すのであろう。この他、前立右鷺から馬具も出土している。

冦は81、82、83、84、90の5点ある。 (81、82、83)- (84、90)の変遷が考えられそうであ

るが84は81、82、83と同じレペルで出土している。高杯は85、86の2点、両方とも長脚二段三

方透かしが入り、型式上同一時期でよいと思うが85が11~17on以下で出土している。平瓶は87、

91、92(87、91)→ (92)の変遷が考えられ出土状態からもそのことがいえ る。壺は89の1点

のみ。提瓶は88、93、94、95、96の4点ある。 (93、94、95、96)- (88)の変遷が考えられる

が93、96が11~17皿以下で出土している。以上のように土器型式上と追葬回数を対応させるの

は追葬時の撹乱もあろうから困難であるが大方2回の追葬は想定できよう。

土師器

すぺて項丘盛土内出土である。 78は杯比、79は高杯、 杯部内外面丹塗り、脚部外面丹羞り、

80は府杯脚部、内外面丹塗り。
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II. 古坑時代の遺構と遺物

爾蛋-煎出土

91 

90 92 

゜'''' 
呼()cm

Fig.172 S T02古坑前室左右撹出土須恵器 (1/ 4) 
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II. 古墳時代の遺構と遺物

;1¥65 

古，1

介66 /l'n 

戸，2

州 汲 60 い
--...:;_ 70 

。
10cm 

Fig.174 S TOZ古墳出土須恵器ヘラ記号 CII 4 l 

鉄器

鉄鏃(97~118)平根式(97、98、99)と尖根式(100~115)がある。 97は圭頭式で鏃身長6.3cm、

幅4.lanを測る。 98は柳葉式でやや賜袂気味になる。茎には木賓が残りその周りに樺巻を施す。

鏃身長5.3an、艇2.1cm。99は斧箭式で鏃必長6.4cm、最大幅2.0anを測る。尖根式は鏃身部形態

が繋箭形(100、101)、片刃箭形(102)、小形柳葉形(103~115)がある。 105、107、114は鏃身最大幅

が上位にあり平面五角形である。 115は鏃身長4.0anと長い。 103~107、109、111、112、115は片丸

造。 102、111、114、116は前室床面から出土。他は玄室床面などからの出土である。

鉄刀 (119)玄立前攪左隅出土である。切先と茎端部を欠くがほぼ完形である。茎部に目釘穴

1ヶ所施す。把元金具も残る。鉄刀全長42.7cmを測る。

刀子 (120、121、122、123)すべて玄室内出土である。122、123は刃部幅が8mmと細い。関

部がいずれも三角形でSTOl古墳出土の43と異なる。

弓付属金具 (124)全長3.0an、中央部には樹皮をまく 。

鉄斧 (125)刃部幅5.0on、袋部を有し目がつく。袋部内径は2.8cmで楕円形である。124、125

とも玄室出土。

胡鋲金具 (135、136)135、136は接合しないが同一固体と考えられる。幅2.5cm。玄室前壁右

隅で鉄鏃の下から出土。鐙金具の可能性もあるが馬具は前至1こ供献しており、鉄鏃が直上から

出土していることから胡籟金具と推定した。鉄地金銅装で表面には緑青がふく 。鋲を 2ヶ所並

列して打ちその問の中央部に一ヶ所留める。表面に皮革？付若。

馬具

すぺて前室右壁側の床直上出土である。

鐙 (130、131)本体である。全長14.2cmを測る。側板は細長い柳葉形で下方は打ち広げられ

る。 3ヶ所鋲を打ち込む。

絞具 (132、133)132は全長8.2an、最大幅4.6anを測る。133は刺金．

兵庫鎖 (126、127、1沈、 129)鉄環を折り 曲げたもので全長7.8cmを測る。

轡 (134)鏡板は板状立間紫環式で環径8.lan、立聞幅4.lcmを測る。 立聞／環径比=0.56で坂

本美夫編年 (1985)では7C第 2四半期となる。街は二連式で全長9.2cm、引手金具は全長16.5

cm、引手壺は右憫のみ残る。
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II. 古積時代の遺構と遺物
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II. 古墳時代の遺構と遺物

装身具

耳11:1(137~142)と勾玉 (143)とガラ

ス小玉 044~174)がある。耳環は141が

前庭出土、他は玄室出土である。 137、

・宝疇
135 

、~

138、141は銅地金張り。 139、140は銅地

で全体に緑育が覆い腐蝕が1まげしい。142

は断面径2.Sonと細かい。錆の下は漆黒色

で地金不明、銀の可能性がある。143は水

色でガラス灯の石である。孔の横、内側

など数ヶ所に穿孔を試みた痕跡がある。

ガラス小玉の162~164、166~171が水色、

他は群青色である。

瑾

‘‘ l'ig.178 S T02古墳出土胡蘇金具(1/2)
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Fig.179 S T02古項出土装身具類 (I/2) 
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ill. 歴史時代の遺構と遺物

I. S X04火葬墓

躙在区の北西に位四し、附方IOmにはSTOI古墳がある．廷墳検出面で、壺上半分が出土し

ており茎墳上部は削平をうけている。墓撰は平面不整円形で二段の掘り込みをもつ。規模は長

軸70cm・短軸60cm・深さ27叩を測り、墳底は平坦にちかい。埋土は黒褐色で炭、人骨細片を含む。

壺の中には人骨片が入っており、まさしく蔵骨器である。また北西約10mの地点で、瓜機に

よる表土はぎ、木の根抜き作業中、壺 (175)が出土した。これも蔵骨器と思われる。

(1) 出土遺物

蔵廿器 (176)器応22.4cm、口径9.6cm.須恵器である。胴部円筒形で訂がはり頸部は細く短

い。口緑部でくの字に屈曲する。胴部は平行ククキで、下位部はヨコナデでタタキ文を泊す。

底部は同心円タタキ、日部から口緑部にかけてヨコナデを施す。底栖市笛吹山古墳群や北茂安

白石で類例が出土している（松尾禎作 「奈良時代乃至平安初期の蔵骨器について」）。時期は9

C代．

L _j 

L=Il7.9m 

~ ゃ
Fig.ISO S X04火葬基 (I/15) 
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2. その他の土器

175は短頸壺でSX04火葬穎北匹約!Om の位四から出土している。器高22.5cm、口径IO.•lcm0

赤焼きの須恵器である。胴部最大径が上位にあり 、nははらずにH部から頸部にかけて内笥す

る。類部は短く直立する。丸底である。胴部外面格子目ククキで下位部をナデ梢す。訂部外面

は限滅により調整不明瞭。時期は9C代。

177は長顆壺。表土から出土、類部を欠捐する。高台付きで訂がはる。H部から頸部にかけて

内誇気味。胴下半部ヘラケズリ、他ヨコナデ。

゜
20cm 

IV. 小結 Fig.181 S X04火葬慈出土土器 • その他の土器 (1/4)

調'f.iした遺構は、古項2甚と火葬廷l基である。古項2碁はいずれも横穴式石至で古lJ'1時代

後期に屈する。火葬廷は蔵骨器を有するものである。

古坑築造時期は、瑣丘盛土内出土遺物をもってその根拠とした。STOI古れでは盛土内の2ヶ

所から土器群が出土した。どちらも坑丘附西部からで、それぞれ時期が違う土器群であるため

古い時期をもって築造時期とした。玄門部左袖石前からは杯森が2個、杯身が2個出土してお

り最後の追葬を示す土器となる。これらから築造時期を小田編年111B古段階期 (6世紀第3四

半期）、追葬をIll8新段階期 (6世紀第4四半期）と考えた。

ST02古切も盛土内から須恵器、土師器の杯蛮 ・身 ・高杯などが出土しているが、これらも

STOI古lJ'1と同じ時期を示す土器である。玄l"Iから南束約Smの位訟から杯滋が2僧、封が2
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個出土している。前庭部というには少し離れた位磁からの出土であるが下方に古瑣もないこと

からST02古墳の最後の追葬を示す供献土器と考えた。これらから築造時期を1118古段階期(6

世紀第3四半期）｀追葬をIV期までとした。

STD! 古JJ1、ST02古墳はほぼ同時期に築造され、STOI古墳の最後の追葬が終わった後も

ST02古墳は次の時期まで追葬されている。築造順はSTOI古墳がより優位な古墳占地である

ことなどからSTOI→ST02であろう。

S TOI、ST02古墳では古坑築造にあたっての占地の違いから、周溝の有無など地山整形方

法にも違いがある。 STD!古項は尾根上でもテラス部に占地しST02古墳は尾根の斜面上に築

造する。したがってSTOI古項は斜面上方からの流水による墳丘の侵食の心配はないがST02

古墳は斜面からの流水を下方に送り出す機能が必要になる。そこでST02古墳は奥壁後方に馬

蹄形溝を掘削することになるし、 STOI古墳はとくに周溝を意識してつくる必要もない。地山

整形ではこの周溝の掘削の有無のほか、墳丘裾部やれ丘基底面を平坦に削り出し整地するとい

う点では共通している。

石至形態についてであるが、まずSTOI古項は単室両袖型なのに対してST02古墳は複室両
11) 

袖型という違いがある。複室両袖型石室の形成について小田富士雄は唐津市島田塚古墳にその

原初的形態を見いだし肥前地域における複室構造の形成を 6世紀前半代と推察した。それに対
ば1

して蒲原宏行は 「島田塚古墳の羨道後半部に前至的要素を見いだす邪は難しく（中略）現状で

は6世紀中頃に比定し得る可能性のある烏栖市田代太田古墳石室が古いものと目される」とし

ている。筆者も蒲原に同意し、複室構造は少なくともlllB古段階期にはB栖市において登場し

ていると考える。

次に石室企面についてであるが、STOI、ST02古墳は玄至平面方形で玄当企画が2mX 2 

mと同じであることに注目したい。この2X2mの玄室企画は本遺跡のほか都谷B遺跡のS

T004、010、016古項などにみられ、石室設計にあたってあらかじめ企画を設定していたことが。
窯える。かつて蒲原は金立開拓遺跡の横穴式石室の形態分類を行っているが本遺跡ST02古墳

は、その0II類に相当する。また、金立開拓遺跡のOil類のST013、016、Oilも玄室企画が2X

2 mである。蒲原はON類の出現を6世紀末から 7世紀初頭としているが少なくとも佐賀平野

東部地域において6世紀第3四半世紀まで遡らせる必要があろう。一般的に石室の変遷につい

て玄窒平面長方形から方形へ、石室の小形化が言われている。この平面方形で2X2mの玄室

企画をこの変遷の中でどう位詮づけるか今後の課題である。

註

I. 小田宮士雄「横穴式石室古墳における複室構造の形成」『史淵IOOJ1968 
2. 痛原宏行「金立開拓遺跡J佐＂県教育委 R会1984
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土器一覧表

Tab.26 土 器 一 覧表
（ ）は櫂定

F(l PLI素暑：りl）'I 出土地点 醤 II 法 flcm 形態 ・慎整の特徴 色躙 燒成 闊巧遺頁拐丑豆絨鍼蓄書サ号

159・I STOl 杯董 口径 14.4 
体藩と口縁部の境に沈鯰、 口唇部内

85-1790 
(PL.32) 墳 ぽ 1!!嘘）

彗高 · -~ 
面にし沈線を打す．天井鑓回転へ9 贄灰色 不 R 91鴎
ケズリ．

-2 STOI 匹 口往 Iヽ.5 Off感内面に沈線、犬井郎約3/4回転
灰 色 行通

肪・1789
(.)  墳Ii ｛須恵器｝ 器高 1.6 ヘラケズ •J . 901080 

-3 STOI 匹 口f:l 14,3 
体郎と口縁圏の境に復、 口唇鄭内面

紡・3455
(")  墳丘 （須息蒻） 蒻 高 ヽ.2

に沈線を有す．天井閉約U3回転へう 灰 色 汗過 910007 
ケズリ．

-, STOI 杯奮 口径 14.0 天井郎不定方向へ9ヶズリ．体Illに
黄灰色 不 良

85-1183 
<• l 墳丘 （須恵醤） 捐 高 ヽ,Iヘラ記号有り• 12とセット． 901074 

STOI 杯畜 口恒 12.8 
体第と口縁部の浅及び口唇郡内面に

-5 
填丘 （須恵器） 醤轟 3.9 沈緯あり。天井闇約3/4回転へ9ケズ 灰黒色 曹過 お-3456

リ．

-6 STOI 肝董 口紐 13.0 
天井郎約?/3纏な回転ヘラケズリ． 悶は 苔過

85・】787
(.)  墳丘 （須恵器） lllf高 ,.o 901078 

・7 STOI 杯董 口径 13.0 天井郎は平坦、約3/<回にへうケズ
灰黒色 膏通

邸・1786
(.)  墓辺3 （須恵鱈） 器高 3.0 ,. 鉛 10n

・8 STOI 杯身
口径 12,1 

経部内面に当て這具痕有り。約2/3園 お-1781
(.)  墳 II詳 （須恵磐）

善寓 4.3 
転ヘラケズリ、ヘラ記号布り．

灰色 JII. 好
901072 ,, ちらが9●,., 

-9 $TOI 杯9 口径 11.6 86•3454 
（●)  墳丘表土 （須恵彗）

蒻寓 .ヽ5底郎約3/4回転ヘラケズリ． 灰色 貧通
910002 たらあがり員u

•10 STOI 杯2 口径 12,< 
たらあがりと受昂の壇が桟＜窪IJ.

庫内薦艮貴 II 
85-1780 

（●)  填丘土II諄 （須恵器） llllill 4.8 
蛭郎約2/3回転へ9ヶズリ．

曹通
901071 

たらあがり裏u

-II STOI 杯9 口径 12.J 
たらあがりと受部の境が窪む。経111! 85•1788 

（●)  墳表 （須恵鯰）
器嘉 <.6 

約2/3回転ヘラケズリ。
灰色 芍過

901079 
たらbが9員u

・12 STOl 杯身
口径 IU 

庭部不足方内へうケズリ． 85-l匹
(.)  墳丘娼土 （須恵Iii) 醤高 3.8 

へう記号3.,.所!f.f り• 13とセット．
賃灰色 不只 901073 

たらあが9勘，9

-13 $TOI 杯身 口往 11.4 
記・1磁

(.)  蔦道2 （須恵冨）
器高 3.8 庭部約2/3囲転ヘラケズリ． 灰黒色 抒過

901076 
たらあがり冨.I

・14 STOI 杯身 口径 10.7 85-1784 
（●）  墓這 l （須恵鰐）

醤高 <.0 窮部約2/3回転へ9ケズリ． 灰色 贄通 901075 
た8るがり冨1.l

・IS 
STD! 裏杯 只震二段三万透かし、麟應中位に三

灰 色 普通 86-408 
表 （須恵醤） 条の沈繍有り．

-16 STOI 
（須慣恵蘊霧）

口径 (11.2)
胴部外面ククキのちカキ順目•瞑II有郡り．背 邸•3'58

(PL.83) 墳丘表土
彗高 24.0iilヘラケズ，）、内i111に指 り．

灰色 青過
91000ヽ

舅径 09.8)

•11 STOI 償 口径 (9.4)胴郎背面へうケズリ、前面にかけて
灰白色 不 良

邸-3<59
(,,) 墳斤昏十 （須恵器） 霧高 22.9 カキ目． 910003 
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索毘門出也患点I召 嶋 I法 算cm 形態 ・贋霰の特徴

(l 1i匹

色調 1燒成 1鼠遺物匹奮り
写真迂敲欝り

1紐 18I STOI I紐
(Pl..83) 玄屯左綱 （須l!llllll

・19 I STOl I II! 瓶
( /I ) 玄寇左隅 （須恵器）

-20 I S TOI I 提瓶
( ,, ) 玄況右隅 （刃恵器）

口径 (9.9)日部にll,I状の把手がつく。 嗣邸筒面
はカキHおよび籍文なし。頸部にへ1灰愚色I'It通

器ill Zl 7 ・ う記号あり。

品,:犀豆!F:i:1寄 ふ灰 色I舒通

~ 

口径 (9.◄)
肩部に翌状把手がつ<,II! 閲闇面に

儲応 19.1 Iカキ目、前ill!に加条の沈線と鰤編列I灰 色I只好
点文．背面"'~饗繍列点文を籍す．

絲 '11
901107 

郎.-,12
901108 

邸・413
切1109

(,;2¥Iぶ儡1 甕 口縁な部は外釦匹し、断面白形 86・<09 

東惰郎
匹器） 1口程 (19.0)1を旦する．内面同心円文叩さEl, I貨灰色I"通I901105 

161・22 I S TOI I lfi! I叩 ()3.4)1外面鳥撤り？
( JI ) 衰土 （土閻ill} llll高 (3,8)

・23 
STOI 
表土

即
（土師器）

呻 05.0)1たちあがりは若干内傾し．受郡はな
討高（ヽ.O)だらからにつくり1!す。

贄褐色I舒通

I黄褐色I書通

-24 I STOI I 高杯 1口径 (8.9)i
( II ) '/l土 （土師器） 器高 02.2),酎本部に檀をもら、一は必か 1赤褐色 I臀通

-z; I s Toi I ii! 杯 1底径 7.8 !JII部1渾分的にクテ1i向のヘラケズ
( JI ) 宍土 （土師醤） ,. 臀端郎は外に,::ねる． 1赤褐色I惰通

(内|守 I,土雷） 1訳径 6戸 る．螂内1バ色I青通

・27 
STOI 
衰土

高杯 短脚で、 甚沿l!IIIJ外にはねる．
（年器） 1既径 (9.8)1脚部外面丹菫?, 泳褐色Itt 過

⑳ I STOI I ii'! ロ直
( " ) 玄玄右隅 (.+. 師醤）

ロ径 9.8 
嗣部最大往は中位にあり．外反依味

器高 18.2 
Iの頸部がつく。醤璧11うすい。外面」赤褐色I良好
頸祁内iii丹隷り。

•お
STOJ 
去土

雲!'111!1.
（年1111> I 口径 (l t.6)1 頸部内面に輪積み梃が明確に残る• I黄褐色I費 通

171-63 I S T02 I 杯蓋 1口径
(PL.92) 墳丘盛土 （須恵器） 器潟

・64 I S T02 I 杯肇 1口径
｛ ＂ ） 墳丘盛土 （須恵醤） 醤高

14.3 
体郎と0縁廓の境に稜、 0唇部内葎i

.ヽ,- に沈線を有す。天井郡約2/38転へ,1灰証1良好

旱如・に嘉土溢:,灰色I普 通

: :::: 二：：::1こ］［こごこ□：天井園 1灰色1青過
灰貧色Ia 通

~1 I ST02 I 匹 1口径 012). I天井部約2/3回転へうケズリ．lltilrllU (fj¥恵1111) lillllli < <.3), 比·~曹通
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90JJ03 

S.・1800 

86・403 
的1102

86・ ヽ02
901101 

86・401 
901100 

訪-407

86-410 
901106 

86 40. 
901104 

8;-3380 
901091 

86・416
90llll 

85・3360 
901082 

紅-3361
901083 

邸・3362



土器一覧表

（ ）は撞定

閑t::iり 出土地点 難 糧 法鼠cm 形護 ・凛製の持微 色讚 燒成 只,;遺11袴登豆鍼鯰貴書サ号

17H逍 STOZ 杯置 ロlli 8.6 :t«<＜覧~みn受路ヽ介刀はV水J平 •ヽにのびる。 たちあ
灰渇色 青過

お-3お9
(PL.92) 前庭部 （須恵fl) 磐高 3.1 が._りhは内傾化する．体郎にへ9記号 901偲1

・69 ST切 杯身
口往 12.4 

底ftll約2/3回転ヘラケズ,.63とセッ 邸•磁I
(.)  墳斤帳t （須恵醤J 蒻高 '-' 卜．

灰 色 抒過
901092 

たらbがり轟l.3

・10 ST02 杯g 0径 10,0
庇墓に震1:111聾ぃへ9ケズリ樹が残り、と 暉nヽ灰灰貴1i 

お•3364
(.)  前紐I'll （須恵闊）

召高 3.4 
く はない．ヘラ記＂あり．

青過
叩1関4

たらbが9鰤.,

-71 ST02 杯身
0径 10.4

応う椰記約号2あ/3り回．転ヘラケズリ．応部にヘ 内外菖置沃灰負ii 8S・3蕊
(II) 前駐鬱 （須底器）

器応 3.8 贅逼 901磁
たらあがり勘.1

ST02 匹 口径 10.4 底賽lill!いヘラケズリ痕が残り、と
紡-3363-n 

貴逼閉舅畢 （須恵器）
彗高 3.9 くに翼整はない．庭隠にへう記号あ 灰色 青過

910017 
たらあがり裏1).7 り．

・73 ST02 短壼
口径 5.8 a大径が上位にある尉部に外反する 訳r碑

(.)  玄li(Qi面 （須恵器）
琶高 5.9 

短い頸郎がつく．
灰色 '1! 過 901磁

胴径 8.8 

•74 ST02 五 口程 (9.6)天井郭は平坦で．口縁撼はわずかに
外内● 只灰員ii 警過 86・ ヽIS

墳丘盛土 （須恵1111) 彗高 4.7 外反する。天井郭回転ヘラケズリ．

-'IS ST02 匹壺 ロUi(7.7) 口縁1'1111よ資立し、只晒1わカキ日を籍
灰色 曽過 訳;-3373

墳斤霰t （須恵醤） す．

-16 ST02 高杯
口程 (12.4)

長靡二段三方透かし、杯体部に二条
灰愚色 膏通 86・417 

墳斤喝十 （須恵器） の積をもち、朧描列点文を擁す．

-77 ST02 高杯
庭程 00.9)閲扇謡I.I面取りされ、下方にはわる。 灰色 青過 85・3310 

紐 Ill付近 （須恵醤）

-18 
ST02 杯身 口径 (J◄.3) たちあがりは内傾し、受郎,:つくり

賞褐色 普通 85-3377 
墳itll_tl'! （土師醤） たらあがり員1.0ださない。

-79 ST02 高杯
口径 (18.6)罠iii郎、杯Ii内墨膏内しながら立ち-~がる．外 負褐色 警通

85•3378 
（●）  墳丘内 U如認） 面丹塾り． 91碑

・80 
ST02 高杯

鰐径 (9.4)
紺で、裾端聾は外方に,1ねる．内

貧褐色 普通 邸・3376
墳丘皇出り （土師1111) 外面丹聾り。

172-81 ST02 嵐 口ll 13.6 
最大径がやや上位にある尉部に外反 86•420 

(PL.93) 員li[左璽S （須恵器） 嘘高 15.5 ナる頸謳ill搭が列つ点く．文頸Illに鬱描浪状文、 灰色 良好 910010 
尉圏に を篇す．

-82 ST02 lil 口径 13.0 
胴郎中位に櫛描列点文を罠すが． 下 85-3368 

（●）  薗窒左璽4 （須恵Ill 醤高 15.0 
半部1:1回転ヘラケズリにより情され 灰色 良好 901磁
る．頸箋に●錨餃状文を籐す．

・83 ST02 鼠 口径 12.2 嗣郡中位にヘラ措連続斜行文あり．
灰色 良好

訳i-3傘
(.)  艤置左置2 （須恵霧） 繕高 IS.7 頸1111と0縁郡の填に艘をもつ． 910009 

-84 ST02 鼠 ロ!110.8 
最大程が中位にある嗣郎に外反する

筵 3367
(.)  薗窒左置9 （須恵醤） 磐高 12.1 

霰郭がつく。口縁笥境で蒻<rd曲す 灰色 良好
901081 

る． 頸鶉に纏錨液状文を襄ず．
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宮西遺跡

（ ）は帷定

r;IP, L魯菖り●）り 出土地点 雅 鴨 法量O 形攣 ・躙整の杓償 色胃 燒成 襲写遍真物登丑録録蓄蓄号サ

in-ss S T02 高杯
口径 11.4 

長瓢二段三カ透かし、杯体郊に隠描 86·•18 
(PL.93) 酌窒左璧8 （須恵醤）

鶴高 14.、
列点文を籟す．

灰白色 青通
910011 

庭往 8.6 

・86 STOZ 裏
口径 11.0 

具輝二段三刀透かしが段違いにはい 86-419 
器高 14,2 灰色 良好( . ) 肩宣左璧17 （須恵醤）
底往 8.< 

る。 1f底話に蝙鳩列点文を籍す。 9100LS 

-87 STO'l 平痘
口径 9.9 

体撃は日がはらず円味をもつ． 体部 85-おs,
(.)  1111宣左璽6 （須恵馨）

器高 20.2 
全面にカキ目を麗す。

灰 色 良紆 9<11吟5
胴径 Z3.0 

-88 STOZ 磯 口径 5.3 体i!llli小さく、薗面．攣謡に指順圧
灰白色 R 好

邸・4ね
(. ) 欝窒左置7 （須恵醤） 霧高 16.3 樹がつく ． 910012 

・89 STO? 壼
口径 10.7 嗣糧11:l.tft状で、 1星ぽ仝配に力＊目を 8S・碑

(PL.92) 蔦寛む璧13 （須恵鵬）
鱈高 16.Z 繹し嶋下半糧ば力＊日のらへうケズ 灰白色 良好

901089 
嗣往 17.6 '）か?91田は恵く外皮.,.る.

・90 ST02 
（須.Iii.恵器）

箪 最大径が中位にあり、二条の沈
85-3蕊

-18.2 縁間に鵬撞列点文を撼す．嗣昂内に 灰贄色 普通
(. ) 蔚寛右曼16

粘土携を残す。
901096 

-91 ST02 平哀
D往 8.0

体l!lilil可がIiらず丸味をもつ．体郎 記・3379
( .)  綸息b畏14 （須恵1111) 匹醤高 17.9 にカキ目を籟す．

灰色 只好
901幽

19.2 

-92 $TO? 平甑
口往 5.9 

85・3383 
( .)  ll窒む璧IS （須恵醤）

器高 11.7 体郎は小さく、カキ目を廠す． 灰鳳色 良好
901093 JI往 IU

173・93 ST02 虹
口径 9.3 

＂郎郎前に角ifl!状ltの丸昧把手をがつく。
邸-421

(PL.93) 繭直左景10 （須恵器）
器稟 ね，6

嗣 bつ。籍文なし．
灰 色 良好

910005 
胴経 19.8

-94 ST02 撓以
口往 7.9 

肩薗に環状把手がつ く。 胴郎舶面Ii 85・3磁
霧高 21.5 灰 色 只好

（ ● ) 罰直直I （須恵営）
血 18.2

丸をbら、背面は平坦、蠅文なし． 901091 

-95 ST位 擾葦~
Olli 7.5 R圏に角状把手がつく。 燒成閃の窯 85-3算 7

(. ) 曽寛左量3 （須恵雷）
醤高 22.8 

壁砧土が鯛郎前面に付着．
灰費色 不 良

901098 
訊往 19.8 

・96 ST02 撮
尉径 19.1 

把手はつかない．自然釉が洟れ、俺
灰賃色 不 R 邸•m

(. ) 葡宣匹II （須恵磐l /1)霰片が釉糟する． 901110 

181-17& 短頸豆
口径 10., 紐さ．頸郎は短く直立 し、底圏は

86-3ヽ61
(Pl..97) 表土

（須恵蒻）
醤高 22.5 丸い。 胴郎外面格子目ククキ、下半 赤檀色 不良

910412 
Jl{Ji 22.7 部をナデ情す。

• 176 口径 9.6 
騎1111円閥形で頸慾lilll(短い． 外illi 応 3388

(. ) SXい 壼 繕高 22.4 
平行タクキ．

灰 色 青通
901099 

庭む 10.6 

-177 
表土 長頸壼

尉程 19.0 裏台付さで真がはる• Ill撼を欠損す
灰色 費通

綺 3460
（● ) 屈径 10.4 る． 91いII
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やまうらせいほくほう

山浦西北方遺跡

遺跡名：山浦西北方追跡（略号YUH)
所在地：鳥栖市山浦町字谷頭
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UI浦西北方遺跡

山浦西北方遺跡

I. 遺跡の概要

遺跡は笞野尾峠（標高400mlから西方にのびる尾根の裾部で、南方に向きをかえた舌状丘陵

上に位図する。丘陵の西側には安良川へとつづく小川が流れる。この舌状丘陵の幅は約45mを

測り、現況は雑木林である。丘陵西踏に直線上に 3基、 I釦東端に 1基の古只が現存しており、

古墳群を形成している。

周辺遺跡は本遺跡の位四する丘陵から東方に分岐する丘陵上に中ノ原古墳群が、南東の独立

丘陵には古野古墳群が、さらにその南東の舌状丘陵には山浦古墳群、麓遺跡がある。山浦古摂

群は1970年に県教育委員会が調査しており、その結果10基の古項を検出した。この古瑣群は横

穴式石:iii4基、箱式石棺3荘、粘土構2基、土墳1基からなるものである（「瓜栖市山浦古坑群」

佐賀限教育委貝会1973)。また本遺跡西側の丘陵下谷部は西田遺跡で平成2年に烏栖市教育委貝

会が調査しており縄文時代の集石遺構などを検出している。

今回の発掘調査で検出した遺構は古瑣 1基と調査範囲外からのびる経道および溝、列石があ

る。 STOl古墳の内部主体は単室両袖型横穴式石室で玄l"l部左右には列石をめぐらす。築造時

期は小田編年IV期で追葬はVI期まで。 ST02古坑慕道からは多くの須恵器が出土しておりこれ

＋ ヽ も

Fig.182 周辺地形図 (1/2000) 
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山洞西北万遺跡

11. 縄文時代の遺構と遺物

本調在区の西側谷部を平成2年度に凡栖市教委が調査した結果、早期の集石遺構、 石組み炉

を検出したが本調査ではとくに遺構は検出していない。出土した土器は大きく早期と前期と晩

期の三時期の土器群がある。すぺて STOI古mの表土剥ぎ段階で出土したもので早期の土器(l

~5)は押型文土器で楕円文と山形文がある。前期の土器(6~8)は曽畑式土器で施文は刺突沈

線文である。晩期の土器(9、10、11)はとくに施文はなく、ヘラ磨きで仕上げる。

Tab.27 縄文土慇一覧表

f,~t:t;i 器檀 形態 .Ill整 の 柑徴 色 霙 閉閑閉？
C1P84し-10J 1) “"' .. “ 忠令ぷ~:;:,.~堪託.'-の惰Pl文が償定する． 賣褐色 85・3434 

-2 ．醗ヽ .. 鵬 忠昇垢9菜甜盟斎名店．＂る ． 乳褐色 貶 34お(.)  

• 3 ,: :. 芯昇出茫証翠伐＇叙；．る。 明褐色 85・34111 (.)  

-、胴輝 拿籠●［ 外園3X S .. l11J後の惰円文が慣走する。 2•薗後の砂位を含u. 乳褐色 お・34腿(.' 
•• = :. 外iiiー単位？ー前後の山形文が慣定する。内iiiに指棗圧痰が残る． 賃褐色 85•34邸（ ヽヽ ） 

•• 臼口縁釘義:し t出巴醗盃ゞ直面に氾いm亀文が讚位に..Offilli..t面l,;U4".,t 内，，曰面乳曇曼驀色色 記•3481(.)  

-1 
“輝紅“ 外滑面石連謀訊入剌．突文と償位と斜位の沈綿を組み合わせた文様が轟される。 外内ill爾晨1轟褐色色 お-34紐(.)  

• 8 

= = 
外面縦位に沈線を庫文．滑石は料入しない． 賀褐色 お•3483(. ) 

-. ~口誡.. 饉 口唇聟に一条の沈線を崖す．外面へう窮さ、内iiiナデ． 明褐色 応・3⑱（ ヽヽ ） 

・10 浅Clll鯰ll! 外面9コナデ。断面に接合痕が凡られる。 褐色 応 34羽(N)  

• II 昂g饗都が狐く張り出し、外面ナデ仕上げ． 賀褐色 35-3479 (.)  

” 。
10cm 

7,ijii 

こ二II

言
フFig.184 縄文土器 (I/3) 
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Ill. 古墳時代の遺構と遺物

III. 古墳時代の遺構と遺物

1. 

(1) 

S TOl古墳

概 要

調査区の西端に位図し、酎東側の緩斜面に向かって開口する。前庭部付近は大きく削平され

る。周溝あり、円項である。内部主体は単室両袖型横穴式石室で玄室平面形は長方形である．

羨道部中程から玄門にかけて閉塞施設が残り、閉塞石に混じって遺物が出土している。玄門

部の左右には地山整形面、瑣丘面にそって列石をめぐらす。築造時期は小田編年IV期で追葬は

VI期まで。

(2) 墳

瑣丘径8~9mの円項である。現状では墳丘頂部が若干窪み、表土除去後、盛土上に径30~40

cmの礫が散在していた。この礫は墳丘基底面（地山整形i!ii)から約30cmの盛土の上に、石室の

周りを同心円上に配してあり、玄門部左右石へとつづく。初めこの礫を墳丘葺石とも考えてい

I 

丘

~ 

Fig.185 STOI古墳前庭列石 (1/60)

8 

。
2m  
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山涌西北方遺跡

たが、それならば石窒床面から坑丘頂上までの高さが約 Imとあまりにも低すぎることにな

る。そこでこれらを坑丘盛土の流失を防ぐための内護列石と考えた。盛土は褐色土。

周溝は石室後方付近を約半周する。幅1.3m、深さ0.5mで断面三角形である。石室中心から

周溝上端まで4.lmを測る。埋土は焦色土。石室掘り方は地山整形面からの深さ 1~O.Sm. 

石室左側の項丘基底面には断面U字形の掘り込み、上端幅4mがあるが埋土から縄文土器が

出土しておりこれは古坑築造前のものと考えられる。また本項地山土は全体的にしまっておら

ず再堆積土と思われる。

(3) 内部主体

単室両袖型の横穴式石至である。南東側の緩斜面にむかって開口し、主軸をNsa・wにとる。

平面形で玄室中心が墳丘の中心となるよう設計されたと推定される。石室上部はすでになく 、

玄室、羨道蔀の腰石が残るのみである。石至掘り方は隅丸長方形であり、玄室平ilii形は長方形．

規揆は石至全長3.45m、玄室は中央長1.4m、中央幅1.3m、奥壁福1.2m、前壁縦1.3m、右壁

長1.4m、左壁長1.4mを測る。

奥隈膝石には1.oxo.7、0.5X0.5mの大小の屈平状石材を配する。左右側壁腰石も奥壁腰石

と同大の横長石材を2石づつ横位に配している。また奥豊腰石は左右腰石に挟まれる。

玄l"l部は0.4X0.7mほどの絞長扁平石をたて左右袖石とする。玄至床面は桓石を配し、玄門

幅は0.5mを測る。

玄室床面は径20~30cmの転石をまんぺんなく敷き詰めその問には小さな河原石を詰める。

羨道左右側壁は0.5X0.6mほどのさらに扁平な石材をたてる。構築時、容易に立たなかった

らしく内外に根石をすえる。羨道部床面にも玄室同様、敷石を配する。羨道部長2.0m.

羨門部は右袖石に接して転石を小口積みしさ らにそれが盛土中の内護列石につながる。羨門

左袖石に接して地山直上に 4石配している。したがつて古墳築造後の玄門正面観は石垣1こちか

いものではなかったろうか。

閉塞施設は羨道部中位から玄門にかけて残る。径20-30cmの転石を乱雑に積み上げており、

後世の撹乱も見られる。この閉塞石の中から須恵器、土師器が出土している。石室内に供献さ

れた土器が追葬行為によりかさだされたものであろう。

(4) 出土遺物

須恵器

杯蓋はC類 (12}D類 (13、14、15、16)E類 (17)がある。12は赤焼きの須恵器である。

13、14、15は逆転蛮で14の口径がやや大きい。 15は天井部ヘラ切り離し未調整であるが13、14

は天井部回転ヘラケズリを施す。 16は宝珠つまみ付きで天井部はカキ目状の調整を施す。
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杯身はC類 (18、19)D類 (20、21、22、23)E類 (24)がある。 18、19は口縁部のみの残

存で口径も復元径である。 18のたちあがりをみると B類としてもよいかもしれないが他にB類

がないことからC類とした。 20、21、22は口径、器高ともほぼ同じで、いずれも体部から口縁
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山涌西北方遺跡
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川．古項時代の遺構と遺物

部にかけてカキ自状の調整を施す。底部に環状のヘラ記号が入る。 23は20~22に比ぺやや小形

である。底部ヘラ切り未調整。 24は高台付杯で高台部のみの残存で口径不明。高台部は外側に

開く。

ぉ、26は高杯、脚部のみ残存する。 26はD類の時期であろう。 27は平瓶。

土師器

28は杯蓋、29、30は高杯脚部。

装身具

耳奨l点のみ石室からの出土である。鉄地金銅張り。

こ 12

二 15

、三

こ 21

゜
10cm 

~ 13 

二 16

~ ゴ―＝悦，

言~2

> '5

／ 
~28 I 

／ ！ ヽ~- 凶

Fig.188 S TOI古墳出土土器 ・装身具 (I/4) 

ー263-

~ 14 

~ 20 

巳 23

二主ご~6

』

◎ 
＇ @ 31 



Ill浦西北方遺跡

2. 

(1) 

S T02古墳

概要

ST02古墳の主体部は調査範囲外であるが、南に開口しそれから延びる基道を調査した。南

束約20mには$TOI古坑が位四し、丘陵上方にも古墳が現存する。

g道は南に約5m延びるがそのうち 3mが調査範囲内である。この廷道の南端はSD04溝

にきられる。廷道は幅2.2~2.Sm、深さO.Smを瀾り、断面は浅いU字形である。埋土中より須
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lO. 古瑣時代の遺構と遺物

恵器、土師器、耳瑣が出土した。埋土は黒色土．廷道のみの本田査でST02古坑0)築造時期お

よび追葬期間の詳細はわからないが墓道埋土出土遺物をみる限り小田編年IV期を想定できる。

(2) 出土遺物

すべて務道埋土からの出土である。

須恵器

杯蓋 (32、33、34)・杯身 (35、36、37、38、39)ともC類のみである。 32、34は天井部ヘラ

切り離し未調整、ヘラ切り痕が同心円状に残る。 33は天井部回転ヘラケズリ。 35.36、37はロ

径は約10cm,たちあがり高は約 Icmを測る。 38、39は0縁部のみ残存．

40、43は高杯、 40は長脚のタイプである。 43は台形状の透かしが三方に入る。脚部中位に二

状の沈線が入る。 41、42は恩、 41は胴部1/2の残存で、孔がなく短頸壺の可能性もある。 44は平

瓶、底部を一部破損するがほぼ完形。 STOI古瑣出土の27に比べると日がはる。 45は横瓶、胴

部のみ残存する。 46は甕、口縁部から日にかけ残存する。

土師器

47、祁は高杯、 47は内訪する杯部。 祁は脚部ク テ方向ヘラケズリ。 47、祁とも外面丹塗り。

装身具

耳環1点のみ、腐食が激しく緑行がふく。

3. S X03列石、 SD04溝

(1)概要

南に廷びるST02古墳墓道に直交して東西方向にS004溝がはしる。 ST02古墳g道との直

交地点から西へは9.5m、東へは5m先から方向を北に変え、調査範囲外まで延びている。溝幅

1.6m、深さ約15anを測る。溝底から須恵器・甕の口縁部が数点出土。 ST02古墳墓道の埋土と

は状況が違うため須恵器も後世の混入と考えられる。また、西に延びる方の北側のたちあがり

に沿って直径20--40c叫旦の石が1~2段、列石状に積まれるがこれをSX03列石とした。東西

方向に6mの長さをもつ。 ST02古墳との関係はなさそうであり後世の開墾などで築かれたも

のと考えられる。同様、 SD04溝もST02古墳と直接関係なさそうである。ただSX03列石、

S004溝とも時期の特定はできない。

(2) 出土遺物

須恵器2点のみの出土。 49、50は甕、 50は撤描列点文を二段に施す。
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JU. 古項時代の遺構と遺物
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UJ涌西北方遺跡

IV. 小 結

調査した遺構は古墳1碁と調在範囲外からのびる古墳の碁道および溝、列石と、遺構は検出で

きなかったものの縄文土器が出土している。SXOWJ石、SD04溝の時期は特定できなく性格

などについても明確ではない。その時期はST02古墳廷道を切っていることから少なくとも S

TOZ古墳築造以降であり山林の開墾などで築かれたものであろう。

網文土器は早期、前期、晩期の三時期の土器群があり本閃査区西側の谷部を屈栖市教行委員

会が調査した結果、早期の集石遺構や石組み炉が検出されていることなどから本遺跡およびそ

の周辺は縄文人の生活圏であったことは問違いないであろう。

本遺跡の立地する舌状丘陵には4基の古瑣が築造され、これがひとつの古沢群を形成してい

る。内部主体はすべて横穴式石室で南から駆にSTOI、02、03、04古項としたが、このうちS

TOI古墳と ST02古坑秘道の関査を行った。

築造時期はSTOI古墳は削平のためかれ丘盛土内出土遺物がなく石室内に副葬された土器が

かきだされ羨門閉塞部、前庭部から出土した最古式土器をもってその根拠とし最新式土器を

もって最終追葬時期とした。築造は小田編年IV期で追葬はVI期まで。 ST02古墳は墓道のみの

調査で廷道埋土出土遺物で築造、追葬時期をいうには資料不足であるが単一時期の遺物である

ことからも築造されて後、追葬期間は長くはなかったと考えられる。慕道埋土出土遺物は小田

編年IV期である。これらのことから STOI古項、 ST02古墳はほぼ同時期に築造されST02古

坑はその後さほど追葬されることはなかったもののSTOI古墳は小田編年VJ期まで追葬される

ことがわかった。

4基の古坑の内部主体はSTOI・02・03古項が単室両袖型、 ST04古墳が複室両袖型で玄室

規模はSTOI古墳は1.4X 1.3m、ST02古墳は 2X 2 m、ST03古坑は2X2m、ST04古墳

は玄室が2X 2 mで前室はl.5X0.9mである。ST02、03、04古項は丘陵西端に直線上に並び

かつ石坐規模もさほどかわらないが、 STOl古墳のみ他の3基と占地を異にし、石室規模も違

うことなどからも 4基の古墳形成過程のなかではSTOJ古坑が最後1こ築造されたことがいえよ

う。宮西遺跡のSTOI • 02古墳玄室規模は2X2m でその築造時期は小田編年111B古段階であ

るが、本遺跡ST02・03・04古墳玄至規模が宮西STOI・02古墳と同じである ことをもってこ

れらの築造時期を111B段階と推定してよいのではなかろうか。

調査区外の 3基の古項を含めて古墳築造順など述ぺてきたがSTOI古項石室のような小形の

石室を時間軸においてのみとらえるにはまだ資料不足であろう し、いわゆる小石室との関係な

どについても今後論及すべき課題であろう。
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II'. 1J、結

Tab以28 土器一覧表
（ ）、れ蟄定

県悶"出土地点 器 穐 法 !item 形態 ・Ill竪の符徴 色調 焼叶唱諮閉？

188-1? STOI 杯萱 0径 {11.8)租きの須泡器の天井郭、回転へ
お・3<73

(PL.IOI) 羨辺閉妻 （須恵llll 醤i!li ,1.7 ラケズリによる紗拉隕が日心円状 禎褐色 生 1ブ
910105 

に残る。

-13 STOI 杯葺 口径 (U)1/2残存ずる．天If部回転ヘラケズ
灰色 且好

邸 ・3<邸
(.)  填Ii表土 （須恵器） 器応 2.2 リ． 910100 

-I< STOI 杯区 口往 9.2 焼If歪み大。天井霜9こ讚状のヘラ
灰黒色 野通

85・3467 
(.)  羨門閉塞 （須恵器） 濶店 2.0 記号fl~. 天井部阿転へうケズ，} 910099 

・15 $TOI 奸蒼 0径 7.2 夭井鄭ヘラ切り 疇し未調整．体郎
灰色 只好

85-3463 
( . ) 羨門閉塞 （須恵磁） 器必 2.、にヘラ記号有り． 910097 

・16 STOI 杯醤 口径 8.1 ！印珠つまみ付さ、天丼部にへうケ 外蒼灰賃色
良好

85・3464 
(.)  前庭郎 （須恵器） 営応 4.? ズリ籟がカキH状につく ． 内国 111111色 910098 

-17 STOI 杯葦 口!Ji(12.2) 天井llliiel転ヘラケズ＇)．約 1/4残存 外団鵬灰色
青通

s.,-3ヽ62
(II) 揆門閉塞 （須恵器） l!ll潟 2.6 する． 内Ji#檜色 910096 

-18 STOI 杯身 O! せ(10.8)口誡111のみ残存.1111!1! が比鮫的”
灰色 行通

駁・3461
羨l"I閉塞 （須恵儲） たちbがり釦.2ぃ． 910159 

• 19 STOI 砂 口(l(12.0) 
ロlilllのみ残存． 灰色 仔通

記-3'6()
(JI) 羨門閉凛 （須恵lilt) たもみがり員1.0 910179 

-20 STOI lfld- ロ往 9.5 
体郎からD縁鄭にかけてカキ目状

85-3"59 
(.)  羨門閉塞 （須恵儲） 1111高 3.8 

1111整を謹す．底躍に襲状のヘラ記 灰色 抒通
910113 

号fl?,

•21 STOI 杯身 口径 9.2 
体111から口綸圏にかけてカキ目状

邸 ・3-4胡
(Pl..102) 侯,.,閉凛 ぼIM.1111) i111高 3.8 

調整を籍す．底昂に四状のヘラ記 灰色 行過 910110 
＂有り。

-21 $TOI 的 口径 10.1 
体郡の調整li19.20と阿じ。底郡

邸 -3"邸
(,,) 羨門閉塞 （須息器） 霧冨 3.8 

ヘ9切り11し使へ9ヶズリ。庭都 灰1l1色 行過 9101的
に襲状へう記lt'fiり．

-13 STOI 杯身 口径 8.4 底廓ヘラ切り庫し未調整．沢郡に
灰色 詈過

65-3465 
(")  前庭蜀 （紺恵器） 器応 3.1 ヘラ記号布り． 910ll4 

· 2• STOJ llllt,/杯鼻
応台高 1.8

高臼付き．高台は八の字状に外制
灰 色 召過

訳・3471
墳丘衣土 （須恵器） に開く。 910103 

~z, STOI 店杯
隣lllll!tU

短 、杯部を欠損する。杯氏Ill!に
灰貧色 不 只

お・3410
(.)  墳丘表土 （須恵器） ヘラ記＂有り． 91010? 

-26 $TOI 高1f
隣霜稟 2.1短．脚!ll!ll!I~外Ill!に水平に開く， 灰昂色 言過

85-3469 
(N)  墳丘表土 （須恵lilt) 910101 

STOI 平瓶 口径 7.6 馴illl&大径は中位に底あ部る．へ紺Itは
-27 

墳丘表土 （須恵器） 醤高 15.0 
らずに丸昧をもつ。 ラケズ 灰色 詈過 86-3463 
リ．

・28 
STOI ff蓋

口径 (I0.3)体親と 口縁部の境で屈曲し沈線一
置褐色 曹過 貶 3474

景這閉寓 (±Jllillll) 条を籍す．

・29 STOI 高杯
鵬懲ill$.I 

鐸憾クテ1i向へうケズリ 、外面丹
赤褐色 著通

訳;-3472
(II) 墳丘表土 （土器） 墜り。 910104 

・30 
STOI 高杯

残石 8.6 
杯畢1:1内讀しながら立ち上がる．

橙褐色 不良 85・3475 
羨這閉遍 （土師器） 摩耗の為震霰不明瞭．
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山浦西北方遺跡

() Ii鑓

F げIiL-IllIり貴）号 出土地点 醤 鴨 法鼠a, 形態 ・調聾の特筏 色賣 焼成 犠写遺真窃豆登緑鯰霧嘗号り

190・32 
ST02 杯董 Dtl (12.0) 

天井郎へう切り霞 し未調監． 灰白色 曹通
8S・34SO 

墓這壇土 （須恵響） 器寓 {4.0) 910091 

・33 STOZ 杯董 口径 (10.8)天井1111回転ヘラケズ,.体圏にヘ
灰色 行過 記-:i.12

(PL.I位） 廷這捏土 （須恵四） 器裏 •.O 9記号有り。

-34 ST02 杯董 口径 (11.7)天井総ヘラ切り纏 し未翼整・天井
灰色 曹過 8S-:M<9 

（●）  墓辺埋土 （須恵1111) 器高 3.2 饗にヘラ記号有り．

-35 STO'l 杯身
口径 10.l 

底部印いへ9ケズ'J.ヘラ記:i}:rf 85-34<1 
(.)  寡辺壇土 （須恵認）

醤高 4.0 
り．

灰色 贅過
910111 

たらbがり員1.0

・36 ST02 杯身
口径 10.2 

底圏にヘラ記叶打り.2aliの砂 85・3451 
（●）  墓辺坦土 （須恵嘘）

醤寓 3.9 
粒を多く含む。

灰黒色 不良
910092 

たらあが9員I.O

-37 ST02 杯9 口径 10.2 
底郡は平坦でヘラ切り貨が同心円 85・34ヽ0

（ り） 墓這埋土 （須恵器）
四高 3.< 

状に残る．へう記り有り．
灰色 行週

9100狐
たらbが9膏.. 

-38 STO? If/) 口径 (IO.I)口縁郡のみ一郎残存~ 体II!にヘラ
灰色 if l!I 

85-344• 
(H)  慕辺壇土 （須恵器） たちあが9鼻... 記't'J/9, 910089 

-39 STOZ 杯身 口径 00.0)
ロ縁のみ一部残存。 灰色 曹過

おー3443
（●）  基辺瑾土 （須恵嘉） たらbが9裏u 910088 

-<0 ST02 高杯
口径 8.6 

杯部のみ残ff,、,~隣高杯か。体那
灰色 青過

85-346? 
( .)  仄道埋土 （須恵器） と口緑罰の境に積をbっ． 910176 

・41 ST02 嵐 厨怪 (8.2)胴部最大往は中位にある。頸部内
灰色 抒通

訳,-344i
(PL.103) ¥返壇土 （須恵器） 面に しIfり痕あり． 910175 

-42 ST02 鼠
尉径 (8.6)IJI部最大径は中位にある．カキ目

灰褐色 賛過
鉛・34<8

( .)  蔦辺壇土 （須恵1111) 鯛察． 910090 

-,3 STOZ 高杯 11$11! 高 6.6 一段三刀透かし郭部中位に二条の
灰色 良好

8S・3453 
(")  蔦辺環土 （須恵1111) 底部l号7.2 汰線打り．暉部にカキ目冑塁． 9101n 

•44 STOZ 平瓶
口径 6.6 

頁が1:頸カり尉Illキ郎目に錢111ヘ大整ラ径．記微号1:有..t砂位粒り．にをあるく. 
訳;-:us,

(.)  紙辺連土 （須恵1111)
器高 12.6 ＂郎に 多 明灰色 詈通

91碑
舅径 16,0 含t,,

-、5 STO: と 横厭
胴高 16,6 胴部の3ヶ所にへう記号布り。 灰色 情過

鉛-3,156
(II) 墓這攪土 （須恵器） 910095 

・ヽ6 ST02 甕
口径（⑳.8) 

頸郎に編描波状文有り．同111外紺
灰色 普過

90-3527 
(II) 墓辺壇土 （須恵器） 平行叩さ、内団同心円文叩e. 910229 

19H7 
ST02 高ff

口径 (13.◄) fflllSのみ残存、外面丹塗り． 集1!l色 愕過 記,・3'45
菖這壇土 （土師器）

一ヽ8
$T02 高杯

残高 (6.<)!Ill昂クテ11向ヘラケズ＇)、外凹丹
赤1!1色 行過 85-3146 

¥這壇土 （土願悶） 燒り。

•ヽ9 soo, 甕
口径 <22.0)

口縁端部中位IHIIみ、下悶に横
灰色 It通

85・3455 
(JI) （須恵器） をbつ． 910094 

-50 
S D04 

甕
口径(44,0 頸Illに櫛描列点文を二段、 二条の

灰白色 曹過
85-3'57 

(/I ) （須恵鑓） 沈線を三段裏す。 910178 
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やま うら しんでん

山浦新田遺跡

遺跡名：山浦新田追跡（略号YUS) 
所在地 ：鳥栖市山浦町字新町
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山浦新田遺跡

山浦新田遺跡

I. 遺跡の概要

遺跡は安良川上流の西岸1こそってM北に舌状にのびる標高70mほどの段丘上に位殺する。現

況は水田である。谷をはさんで西の丘陵には中ノ原古m群がある。本遺跡から安良川をはさん

で束の丘陵部には割石古墳群があるが、横新道路椋内を調査した結果、遺構は検出されなかっ,. ,, 
た。北西約500mの山麓部には中世城郭跡の砧籠城がある。

本遺跡の南北両側を平成元年度にB栖市教百委貝会が潤査しており、南側では中世城郭群に

伴う空掘や、城下町に伴う町屋遺構を検出している。空堀は深さ約 5~6mで、東西に延長約

500~600mにおよぶものであり、そのほか柱穴、土填から土師器、瓦質土器、陶器、土鈴、火

縄銃の鉛玉などが出土した。北側では古坑 1基、集石2基、中世の土墳2基、柱穴などを検出し

ている。

・-・7 

＼
 

（
 

,r : _____ :_ __ 
ぐや --===-.._,,/ ---
， --? II 

ゞ／_,,-・ 
Fig.193 周辺地形図 (I/2000) 
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I. 遺跡の概要

今回の発掘調査で検出した遺構は古坑 1荼、巣石土墳 1基、土填廷1苓である。 STOI古墳の

内部主体は複室両袖型横穴式石室であり東半分は削平をうける。鳥栖市教委調査の古墳と時期

もほぼ同じで同一古墳群の同一Jji位になると思われる。集石土墳、土壌廷からは出土遺物なし．

また、表土から15C~l6C代の瓦質土器等が出土しており中世城郭とほぼ同時期のものと思わ

れる。

／
 キ、

＼ グ2
o々 ノ’

ー

＼ 

゜I I 

Fig.194 遺構配置図 (l/200) 

!Om 
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山no新田遺跡

II. 古墳時代の遺構と遺物

1. S TOl古墳

(1) 概要

調査区の北西に位凶する。羨道部はSX02集石土塙にきられ、南束約7,nにはSP03土墳廷

がある。現状では水田の中に石材がむきだしになっている只丘が見られた。水田などの耕作1こ

より消滅したのかもしれない。東半分は削平を受け、盛土も流失し、瑣丘径は不明。内部主体

は複底両袖型横穴式石室である。羨道部左側壁の中央の腰石がやや内側に出ており前f"I左袖石

となる。出土遺物は石室、表土から須恵器、土師器が各 1点づつ出土したのみで築造期を明確

にはできないが、石寇形態から 6世紀後半の築造で7世紀後半まで追葬されるのだろう。

(2) 内部主体

複塞両袖型の横穴式石室である。古項の東半分が削平をうけ、玄至および羨道部の右側隈は

ない。玄室奥壁 ・左側壁 ・羨道部左側壁の腰石のみ残存する。主軸はN42-W。石室掘り方は羨

道部付近で漸意的に屈曲する羽子板形である。

規校は石室全長4.6m、玄室は中央長2.lm、中央幅は削平のため推定で2.lmを講る。奥壁は腰

石に0.8X0.9m、l.6Xl.Jm程の日平石 2石を配す。石材が扁平のため奥壁壁iliiはそろうo左側

壁腰石はl.3X0.9m、l.0X0.9m程の石材を横位に配する。奥壁腰石は側攪腰石に挟まれる。玄

1'1部は左袖石1~0 .6X l.2m の柱状石材を立てる。玄門部床面にも柱状石材を配し裾石とする。

羨道部は長さ約2.5mで玄室腰石は横位に配するのに対して羨道部腰石は縦位に配す。玄門

右袖石側から0.9XI.Om、0.5Xl.lm、0.4Xl.Omの縦長石材3石を立てる。中央の腰石は左右

腰石の壁面がそろうのに対しやや内側にでている。また、扁平石材の立て方から も前門袖石を

意識しており複室と考えた。

玄室床面は河原石を敷き詰めており、部分的に径0.3m程の陳も混ざる。この床石の違いは追

葬によるものかもしれない。

~I 

(3) 出土遺物

2点出土している。 1は表土から、 2は石室内からである。

1は店杯、口縁部が一部残存する。復元口径7.6an、杯部下

位にカキ目を施す。

三 2 2は土師器蓋、宝珠つまみ付き。口径15an、つまみ部は縦

し0cm

゜’―’―’―̀― に細長く、口緑部にかえりなし。調整不明瞭。

Fig.19; S TOI古墳出土土悶(1/4)
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II. 古墳時代の遺構と遺物

L=47,00m 

／
 

上

W00'lt=1 

゜
2m 

Fig.196 S TOI古墳石室 (l/60) 
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ill. 歴史時代の遺構と遺物

SX02集石土墳とSP03土墳砧がある。 SP02集石土墳はSTOl古墳の羨道をきってつくら

れる。 SP03土墳墓は調査区のほぼ中央に位腹し北西約6mにはSX02集石土墳がある。 SX

02集石土墳は上部を削平されるものの、埋土上屈には礫が詰まっている。

S P03土墳茎は平面隅丸長方形で墓墳上部では径20~30cmの礫を検出した。どちらの遺構か

らも遺物は出土していないため時期を特定することはできないが、東粁振村石動二本松遺跡な

どからSP03土墳墓と同様の遺構を検出しており、その時期が13C代であるため本遺構も

J3~14C代と考える。

r
 ✓ 

し—

L;45.40m 

一_j

L
11 45.40m 

し
。

lm  

Fig.197 S X02簗石土墳 (I/20) 
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Ill. 髭史時代の遺構と遺物

l. S X02集石土壇

STOl古墳羨道部をきる。南東約7mにはSP03土墳墓がある。墓墳は平面不整円形で規模

は長軸1.4m、短軸1.35m、深さは45cm前後である。壁はスリ鉢状にゆるやかに掘り込まれ墳底

は平坦な部分を残す。遺構検出面では径J0~20anの転石、招石がぎっしり詰まった状態であっ

たが、土墳下部は礫は詰まっていない。出土遺物なし．本調査区の南北両側を瓜栖市教委が潤

査した結果、同様の遺構が検出されている。

2. S P03土墳墓

調査区のほぽ中央に位はし、北西約6mにはSX02集石土墳がある。墓墳は平面隅丸長方形

で規模は長軸1.35m、短軸0.85m、深さは30anを測る。 墳底は平坦で四壁を直にちかく掘り込

む。形態から木棺廷の可能性も十分考えられる。募壕検出面では径10~30anの転石、割石がほ

ぼ水平に配してある。墓の地上探識か木棺上蓋のおさえ石のどちらかであろう。出土遺物なし。

東脊振村石動二本松遺跡に類例がある。時期を13C~J4C代と推定する。

ニ ,-"i゚m

笞

t|
 ~ 

L_  -1 

。
L 

Im 

Fig.I⑱ S P03土填墓 (l/20) 
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3. その他の土器

すべてSTO!古mの表土倒ぎの段陪で出土したものである。これらの遺物に関連する遺構は

検出していないが本調査区の南北両側を平成元年度に品栖市教百委員会が調査しており同様の

遺物と遺構を検出している。これは本遺跡北西500mにある中世城郭、砧籠城関連の空堀や城下

町に伴う町屋遺構である。本遺跡出土の遺物もこれらに関連するものであろう。すぺてほぼ同

時期のもので8などから16C代と考える。

瓦質土器

摺鉢 (3}復元口径21.4cm、器高9.2cm、スリ目は4条。底部器壁は薄く内湾しながら立ち上

がる。口縁部付近で内側に屈曲する。

釜 (5、6) 5は復元口径14.4cm、訂部に際状の耳を貼付し、耳の上位に一条の沈線を巡ら

す。その間に菊花文を押捺する。頸部には斜位の連続ヘラ描き文を施す。内面は粘土紐成形の

際生じた指頭痕が残る。 6は復元口径14.&m、Hが張り訂部にハケ目を施す。 外面黒褐色。

火鉢 (7)16弁の菊花文を押捺する。その上に二条の突線を巡らす。

土師質土器

摺鉢 (4)復元口径24cm、体部クテ方向、口縁部ヨコ方向ハケ目。口唇部ヨコナデ．

磁器

8は白磁皿、仕み付け部露胎。明代U6C代）。 9は香炉、色調肯緑色。 10は皿か碗の口縁部．

▽
 —>蘊`0~ 

!Oan ゴ，
Fig.I卯歴史時代の土器 (]/4)

e-J-Eヲ10
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Ill. 歴史時代の遺構と遺物

Tab. 勾土盤一覧表
（ ）は帷足

FfI<PL骨奮り‘｝’ 出土地点 醤 糧 法量cm 形塵 ・躙整のn徴 色 Ill 燒成 県石遺真初9覺録縁書蓄号号

195・l 
STD! 高杯 口径 (7.6)

郷部を欠Ill,口縁怒,:賓立する． 灰黒色 膏通 お•3'411墳丘表土 （須逐器） 杯郎下位にカキ目を籍す．

-2 STOI 量 ロII IS.O 
宝珠つまみ付e.つまみ饗は縦に 橙褐色 着過

記-:i.76
(Pl-101) 石室内 （土癒醤） 直ヨ只く、 口騒躙にかえりなし． 910106 

199・3 STOI 摺鉢 口径 (21.4)
鰐部彗聾,,背く内湾しながら立ち

邸-3495
< q)  表土 ぼ賣土器）蒻高 9.2 

上がる．口縁撼付近で内鋼に屈曲 灰褐色 惰過
910135 する．スリ目 条ヽ．

・! STOI 択鉢
口径 C2•.0>

体部クテ方向、口縁部ヨコ方向9ヽ 乳褐色 賽過 85・3"91 
(II) 表土 （土記l'I土1111) ケ日、口唇111ヨコナデ． 910135 

-5 STOI 筆 口往 (JU)＂部 に裏状の耳を11/i付し、 編花文 灰褐色 精過 ぼ3497
(.)  衰 ぼ賃土醤） を押捧する。 910135 

・6 STOI 釜 口径 OU)肩が棗り日郎にハヶ目を算す． 鳳褐色 糟過 85-3493 
{ .)  表土 （瓦＂土醤 ） 9101お

•7 STOl 火鯰 頸部に菊花文を押捻する． 灰褐色 抒過 85--3496 
I• > 表 （瓦貿土器） 9101お

-8 STOI llll 口径 (11.6)高白付皿、覺付け郎露胎． 白色 曹通
邸-3490

( " ) 表 （白磁） 器高 3.2 910197 

・9 STOI 絆 口唇鄭9よ内面に突出する．胎土1: 胄緑色 着過 85-3491 
(≫)  裟 (Iii器） 白褐色で精砂拉を多く含II, 910197 

・10 STOI Ill 内外iii染付、狛土は8褐色で精砂 青白色 召過 85•3492 
（● ) 表 （磁Ill) 位を多く含む． 910197 

IV. 小結

調査した遺構は古填 l基、集石土壌 1基、土壌 l基である。古墳は複室両袖型横八-式石室で

ある。石室東半分は削平をうけ出土遺物は土器2点のみである。従って築造時期など特定でき

ないが大方6世紀後半の築造で追葬は 7世紀後半までであろう。 SX02集石土墳と SP03土墳

も出土遺物がなく、他遺跡の同類遺構から13~14C代と推定した。

本遺跡の性格などについては調査区南北両側を平成元年度1こ烏栖市教育委月会が調査してお

り、その報告をまちたい。

ここではSTOOl古墳にみられる複室両袖型石室についてふれたい。
(I) 

石室形態分類 ・変遷1こついては蒲原が金立開拓遺跡のなかでおこなっている。その中で複室

両袖型で、平面が方形の玄室を有するものをD類として、さ らにDI類を前室が未発達で、平

面的には明確な複立とならないもの、 DII類を定形化した複室両袖型の石室で平面形の玄室に
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山浦新田遺跡

横長の前至を付設するもの、 DIii類を矮小化した複窒両袖型石室とした。その変遷についてD

類は「玄室方形のものばかりで、いずれもこの種の石室と しては後出的なもの」でDI・D11

類を 6Cと7Cの交点に出現しDUI類に型式変化するとしている。

本遺跡STOI古墳は蒲原011類に相当し、石室規模も近似値をとも本坑では出土遺物から築

造時期をしめすことはできないが、同型式の宮西ST002古墳の築造時期は 6C第 3四半期であ

り、蒲原D11類が6C後半まで潮る可能性がでてきた。玄室が方形で複窒両袖型石室は他遺跡

でも普遍的にみられ、しかも玄室規楳は2X 2 mに近似値をとっている。蒲原D類は規格を

もった石室として型式設定ができるのでなかろうか。

烏栖市田代太田古項は複室両袖型石室でも 6C中頃と古い段階に位遺づけられているが、こ

れは玄至投方形である。出現期の複室両袖型石室は玄室長方形であり、玄室が長方形から方形

へと変化する石室共通の変遷とともに蒲原〇類も成立したと思われる。その成立時期を 6C後

半と考える。

金立開拓遺跡複室両袖型石室計測表
（ ）は撞定

遺構名 浦原分類 玄室規撲（長x幅m) 前室規模（長x幅ml

ST009 DI 2.IX2.3 l.OXl.5 

ST007 DU (2.4) X (2.2) (1.5) X (1.5) 

STOil D11 (2.4) X (2.4) (1.0) X (1.8) 

ST013 DU (2.2) X (2.2) l.2X(2) 

STOI6 D11 2.2X (2.0) (I. I) X? 

ST020 DTI 不明 O.SX(l.5) 

S T006 DIii l.6Xl.7 0. 7X 1.3 

註

l. 蒲原宏行編 「金立開拓遺跡J佐買限教育委員会 1984 
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荻 の野 遺 跡

遺跡名：荻野追跡（略号 0G N) 
所在地：烏栖市柚比町 字 荻野
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萩野遺跡

荻 野遺跡

I. 遺跡の概要

1. 遺跡の立地

荻野遺跡は九千部山系の一支峰である杓子ヶ峰（標高312m)から東南へ派生する中位段丘上

(ffl祁50~55m)にあり、烏栖市抽比町字荻野に所在する。周辺には弥生時代、古坦時代の遺跡
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l. 遺跡の概要

北遺跡、河原田南遺跡が分布し、北側丘陵

上には田代公園遺跡が位滋する。また、南

側の中位段丘上には、この地域の首長クラ

スの古墳と考えられる炭申堂塚古項、田代

太田古墳、 岡寺古坑があり、中でも 6世紀

中葉の前方後円墳である庚申堂塚古墳との

距離は約80m と近く、本遺跡との関連を想

像せしめるような近接した位償関係にある。

遺跡は市道によ ってA地点とB地点に分

けられ、さらに前者が 1区と II区、後者が

1区からV区に細分される。それぞれの調

査区における遺構とその位紋は Tab.30と

Fig.200~204を参照されたい。

2. 各時代の遺構と遺物

今回の調査では弥生時代と古坑時代の後

期から飛烏 ・奈良時代にかけての遺構と遺

物が出土した。

(I) 弥生時代

弥生時代中期後半の竪穴式住居 2軒と前

期後半から末にかけての甕棺廷が4基検出

されている。本遺跡の竪穴式住居は隅丸方

形ブランを持つが、 隣接する安永田遺跡で

も同時期で同プランの住居址が多数発掘さ

れている。

(2) 古墳時代後期～飛鳥・奈良時代

本調査区は、古坑時代後期には墓域とし

て機能しており、古墳2基、石棺廷 1基、

土墳墓2基が築かれている。 7世紀の後半

になると集落が営まれるようになり、 7軒

i
 

ぎ
晶噂4 ＋

 x
 

1/aa. 

Fig.201 A- I区遠構配置屈 (I/400) 

1,0m 

地点 地区 遺蠣蓄8 関 代 禰 考

A地点 1 IK STOl6 古墳後期

11区 S POOi 古飛墳A後・期奈良？？ 
S D003 A・Bの2条
S s K004 
X005 

飛弥弥飛贔生生B前前・・ 期奈期な良宋後良半？ ？ Sfc J 006 S 007 
S 008 

SSXJ J 009 010 
弥弥飛生生鳥奪蘭・J奈期期未末良？ S 011 

S0012 
SKOIJ 
SKOi~ 
s SKOIS 古Jll.1'4墳後・奈期良？？ 
C020 

B地点 ＂区 SBOOI 
弥弥飛扇生生中中・奈期期後良後半半S B002 

S 8010 

II区 STOl7 古れ後期？

Ill区 S s 8003 
飛飛飛飛飛^Bn瓜畠 ・・・・・奈奈奈奈奈良只良良良？ ？ 

11004 
S 8005 
S B006 S0007より古
S D007 
S s B008 掘立往錢物跡
P函

古飛飛R墳鳥烏瓜後・・・ 奈奈期奈良良艮？ SXOLI SP磁より祈
SK012 
S0013 

IV区 ~ S 8021 紐 ・余良
K022 
X023 

V区 S8014 飛 ・奈只
SDOJS 
SX016 飛^ ”衰良？

Tab.30 遺構一覧表

の竪穴式住居と数条の溝、鍛冶関連と思われる特殊遺構などが残されている。鍛冶関連の遺物

としては、フイゴの羽口と多数の鉄滓がある。鉄滓は住居址や溝、特殊遺構から数多く検出さ

れ、この内S8005出土の物は鍛冶滓と鑑定されている。
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Fig.202 A-II区遺構配四図 (I/400) 
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I. 遺跡の概要
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Fig.203 B- I• II区遺構配置図 (I/400) 

（参考文献〉

I. 志佐憚彦綸「庚申堂塚調先報告曹J

（佐賀扱立博物館 r佐賀只立博物館調査研究書」第4集）1978. 3 

2. 藤瀬禎博、 石橋新次伯 r柚比遺跡群範囲確詑調査第2年次概要報告書J

（鳥栖市教育委月会「鳥栖市文化財調査骰告書J第4集） 1979, 3 

3. 大澤正巳「伊良尾遺跡出土鉄、砂鉄の金属学的調査J

（相知町教育委只会「伊岐佐遺跡群J)1986. 3 
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荻野遺跡

Fig.204 B- lfl·IV• V区遺構配匠因 (I/400) 

II. 弥生時代の遺構と遺物

l. 住居跡

(l) S B002住居跡

遺構 本住居跡は、 B地点 1区の中央やや束寄りに位ぼする。主軸方位はN76.7'Eを示し、

長軸4.86m、短軸4.08mを測る長方形ブランの竪穴住居跡である。柱穴には住居跡中央のP

-1が考えられるが、同一軸線上のP-2も柱穴となる可能性がある。また西壁際には、住居

跡の床面下に長軸l.lOm、短軸0.85m深さ0.50mの規模を潤り、中央部に小ビットを持つ土填

が存在する。しかし、遺物が出土していないため時期は限定できない。

束壁のやや北窃りには幅50cm、高さ20c叫旦の焼土塊が存在するが、カマドのように焚口を持
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II. 弥生時代の遺構と遺物

つものではない。 構造から百うとこの焼土塊は、「炉」に近似するが、竪際に造られていること

から、張り出し部等、何らかの施設が上屋に設けられていたことが推測される。 土庖はレンズ

状の自然堆積を示す。

遺物の出土状況 床面直上から埋土の中層までに散布するが、その分布は住居跡の洵側に濃

い。本住居跡に一括して伴うと百うよりも、住居廃絶後に投棄された状況を示す。
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Fig.205 S B002住居跡 (I/60) 
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荻野遺跡
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11. 弥生時代の遺構と遺物

遺物 1はT字状の平坦口縁を旦する硲杯で、内外面とも朱彩をほどこしている。 2・ 3は

壺の破片資料で、 2はT字状の平坦口緑部、3は頚部に断面三角の貼付け突術を持つ。 4から

9は甕の口縁部で、 4は頚部に断面三角形の貼付け突帯を持ち、 5~9は頚部が「く 」の字に

屈曲 し口縁は外側へ短く立ち上がる。 10 • IIは短い平坦口縁の無頚壺で、口緑部に穿孔が有る。

12から17は底部の資料である。本住居跡の時期は、弥生時代中期後半と考えられる。

(2) S 8010住居跡

遺構 本住居跡はB地点 1区の東北端に位貨し、その東側は市道によ って削平されている。

主軸方位はNIS'Wを示し、南北軸3.50m、深さ60cmの規模を有する、隅丸方形プランの竪穴住

居跡である。床面には4個のビットが存在するが、この内P-1とP-2が約35cmと比較的深

く、柱穴となる可能性がある。土肘はレンズ状の自然堆積を示す。

遺物の出土状況 床面直上から検出されており、本住居跡に伴う土器であろう。

遺物 18は中型の、 19は小型の無頚壺で、 18には内外面ともに朱彩を施している。 20 • 21は

頚部が「く 」の字状に屈曲する甕で、 21の口縁はほぼ水平に開く。 22は土製の支脚で、中央で

綬＜括れ、褪部が若干広がる。本住居跡の時期は弥生時代中期後半と考えられる。

2. 甕棺墓

(1) S J 006甕棺墓

A地点II区の東端に位臼する成人用の複式棺である。墓墳は短辺が湾曲する限丸長方形で、

長辺1.42m、短辺0.83m、深さ0.57mを測る。慕墳内の掘り込みは無く、吏棺をそのまま床面に

設牲している。下甕の胴部には焼成後の穿孔があり、上甕の口縁内面が下甕の口緑外面に接す

るようにして両者を合わせている。副葬品、人竹等は出土していない。 本遺構の時期は弥生時

代前期末と考えられる。

(2) S J 007甕棺墓

A地点u区の東北端に位位する成人用の複式棺である。甚壊は短辺が湾曲する屈丸長方形で、

長辺1.56m、短辺(0.52)m、深さ0.78mを測る。荘墳の西南から斜めに掘り込み、+25・の角度で

甕棺を設置している。上甕の頚部内面が下甕の口縁外面に接するようにして両者を合わせてい

る。副葬品、人廿等は出土していない。本遺構の時期は弥生時代前期後半と考えられる。

(3) S」010甕棺墓

A地点11区の東北端、 SJ006の北に位凶する小児用の複式棺である。墓壌は楕円形で、長辺

0.52m、短辺0.36m、深さ(0.20)mを測る。墓填内の堀り込みは無く 、甕棺をそのまま床面に設

置している。下甕の胴部には焼成後の穿孔がある。上甕と下甕の接合型式は不明である。副葬

品、人骨等は出土していない。 本遺構の時期は弥生時代前期末と考えられる。
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荻野遺跡
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Fig.207 S B010住居跡 (I/60)、出土土器 (l/ 4) 

(4) S JOU甕棺墓

A地点N区の東北端、 SJ007の南に位ぼする成人用の複式棺である。廷墳は短辺が湾曲する

隅丸長方形で、長辺1.48m、短辺(0.43)m、深さ0.67mを測る。墓墳内の掘り込みは無く、 甕棺

をそのまま床面に設置している。下甕の胴部には焼成後の穿孔がある。下甕の口緑は上甕が接

合しやすいよ うに打ち欠かれている。副葬品、人竹等は出土していない。甕棺より、本遺構の

時期は弥生時代前期末と考えられる。
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II. 弥生時代の遺構と遺物

器 形 墓 墳 怯 織

遺＂奮 号 只式 ；；位 傾 斜 用途 人骨 出 懺 考

上 下 艮辺 坦辺 深さ

SJ 006 接 口 大甕 大甕 1.42 0.83 0.57 NS2'E +18' 咸人 薫し 薫し 上隠ltlll平を受けている．

SJ 007 覆 口 大甕 大甕 1.56 0,$2 0.78 .、45'E +2;・ 成人 薫し 薫し 上及び北に111平を受IJる．

SJ 010 隕口？ 甕 甕 o.sz 0.36 0.20 541'¥V +IT 小人 薫し 慧 し .1:11及Vむに111平を受ljる．

SJ Oil 覆 口 大甕 大甕 1.,18 o.~3 0.67 N47'E ＋箕 成人 篇し 薫し 上邸に111平を受ける．

Tab.31 甕棺墓一覧表 摩位 (m)
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Fig.208 S J 006 • 007• 010• Oil甕棺墓 (1/30) 
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荻野遺跡
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II. 弥生時代の遺構と遺物

3. 遺構外の出土遺物

34は壺の訂部で、 7本 1単位の櫛描直線紋を巡らす。 35は高杯で、杯部下半に稜を持つ。胎

土は緻密で銀笞母を多く含み、斜方向の刷毛目調整の後にT寧な縦位のヘラミガキを施してい

る。 37は同じく裔杯の脚部で胎土は緻密である。斜方向の刷毛目調整の後に縦位のヘラミガキ

を施している。 38・39は甕の口緑であるが、 40~44と同様に甕棺となる可能性がある。

て ／グニ"
— ~ ーロ―—[

~ · - 'S 
¥ ¥ 39 

I 

- II 

l -----i 

ー丁― 工3

。
40an Fig.210 遺構外出土土器 (43、"のみ I/12. その他1/0
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荻野遺跡

Ill. 古墳及び飛鳥・奈良時代の遺構と遺物

1. 住居跡

(1) S B001住居跡

遺構 本住居跡は8地点 1区の北端に位置する。主軸方位はN93.5"Wを示し、長軸4.86m、

短軸4.50m、深さ40cmの規模を有する胴張方形プランの竪穴住居跡である。 床面には多くの

ビッ トが存在するが、この内 P- 1~4が50~70cmと深く 4柱穴となろう。 P5~8は入り口

部の施設に関連するピットと考えられる。 4柱穴、入り口部のビットとも数回の掘り直しが観

察され、建て替えが行われたことを示している。入り口に対面する住居の束壁にはカマドが構

築されている。床面は荒掘りの後に、暗黄褐色、暗褐色土を用いて約!San程の厚さで床を貼っ

ている。埋土暦は自然堆積を示す。

遺物の出土状況 少景の遺物が埋土中及びカマド上から出土している。

遺物 固示しうる遺物は45の杯身のみである。長く外反する店台は、杯部成形後貼付したも

ので、体底部との境は明瞭ではない。体部は口緑部に向けて緩<S字状に病曲する。遺物が少

ないので明確ではないが、本住居跡の時期は7世紀の後半であろう。

(2) S B003住居跡

遺構 本住居跡はB地点田区の東北端に位四するが、その北側は撹乱によって、東壁はSB

004によって削平されている。主軸方位はN67.5'Wを示し、東西軸3.17m、深さ20cmの規模を有

する方形プランの竪穴住居跡である。床面及び壁際には9個のビットが存在するが、柱穴とな

る可能性があるのは、深さ約30cmを測る P- 1である。

遺物の出土状況 遺物は南西コーナーの床面直上から鉢が出土している。

遺物 46は須恵器の杯蓋で、扁平な天井部には宝珠状のつまみが付いていたと考えられる。

口縁内面のかえりは消失し、単純に垂下している。 47は土師器の鉢で、頚部は綬やかに屈曲し

やや肥厚した口縁に至る。 本住居跡には7世紀の末から 8世紀初頭の時期が与えられよ う。

(3) S B004住居跡

遺構 本住居跡はB地点Ill区の北端に位僅し、 S8003を切る。主軸方位はN76.s・wを示し、

長軸3.08m、短軸3.0lm、深さ30anの規揆を有する、方形プランの竪穴住居跡である。 P-1~3

は深さ25anと浅いが、柱穴であろう。住居の西壁にはカマドが構築されており、内部には支柱

石が残っていた。 埋土層は自然堆積を示す。

遺物の出土状況 床面直上から比較的多くの土器が出土しているが、刀子は埋土中から検出

された。

遺物 48から50は土師器の甕で、いずれも頚部が丸く屈曲し、口緑部は外方へ開く。51は頚
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Ill. 古項及び飛瓜 ・奈良時代の遺構と遺物
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荻野遺跡
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Fig.212 S B003住居跡 (I/60)、出土須恵器 ・土師器 (I/4) 

部が綬やかに屈曲する土師器の鉢である。52は関を持つ平造りの刀子であるが、刃部先端の研

ぎ減りが激しい。出土遺物より本住居跡の時期は8世紀代と考えられる。

(4) 

遺構

S BOOS住居跡

本住居跡はB地点川区の東側に位置する。主軸方位はN43.0"Wを示し、短軸2.80m、

深さ10cmの規模を有する方形プランの竪穴住居跡である。掘り込みが浅いため、住居跡の東半

分は削平を受けて明瞭でない。床面には中央のP-1を初めとして合計12個のビットが存在す

るが、この内P-2~4は柱穴である可能性を有す。 P-1は直径 Im深さ27叩を測り、底面

には薄く土を貼り、その上に麻さ15cm程の炭を遺いている。またこの炭に挟まれる様な状態で

皿の底部が出土している。同時に検出された鉄滓は、その後の分析で鍛練鍛冶滓であることが

判明した。カマドは西北壁のほぼ中央に位図し、支柱石が残っていた。

須恵器の杯がカマドから、土師器の皿と鉄鏃2点、鉄滓及び炭がP-1か遺物の出土状況

ら出土している。

遺物 56・57はともに須恵器の蓋で、口縁内面には短いかえりを持ち、天井部には回転ヘラ

ケズリを施している。 59は大型の土師器皿である。内外面とも丁寧に刷毛目調整を施しており、

内面には朱彩が残っている。 53・54は尖根小形抑葉式の鉄鏃である。 55は埋土より出土した青

銅製の鋲である。遺物が少ないので確定はできないが、土師器皿（盤）

末頃の時期が与えられよう。

と須恵器蓋から 1世紀
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I□. 古項及び飛瓜 ・奈良時代の遺構と遺物
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荻野遺跡
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Fig.214 S BOOS住届跡 (1/60)、出土須恵器・土師器 (I/4)・鉄器 (I/2) 

(5) 

遺構

S B006住居跡

本住居跡はB地点III区の東側に位置し、その東罠をSD007溝に切られている。主軸方

位はNl27"Wを示し、長軸3.02m、短軸2.46m、深さIOonの規模を布する方形プランの竪穴住

居跡である。床面及び壁際には多くのピットが存在するが、 P-1I, しくは P-2~5が柱穴

となる可能性がある。住居の西撲ほぼ中央にはカマドが構築されているが、遺存状態は良くな

い。なお時期の確定できる遺物は出土していない。
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111. 古墳及び飛t~. 奈良時代の遺構と遺物
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Fig.215 S B006住居跡 ・SD007洞 (I/60) 

(6) S8014住居跡

遺構 本住居跡はB地点V区の北端に位設するが、その北側は撹乱によって、東側はSD015 

溝によ って削平されており、規模は不明である。方形プランの竪穴住居跡と考えられ、主軸方

位はNl36.5'Wを示し、残存する部分での深さは約20cmである。床面には9個のビッ トが存在す

るが、配置が不規則なため柱穴は限定できない。カマドは南西壁に構築されている。

遺物の出土状況 本住居跡に伴う遺物としては、カマド上から検出された土師器の杯が竹る。

遺物 60の杯蓋は器高が低く、天井部には扁平な擬宝珠状のつまみを付ける。口縁内面のかえ

りも消失し、端部が垂下するのみである。61の土師器の杯は胎土も緻密で、内面に丁寧なヘラミ

ガキ調整を施していも出土遺物より本住居跡の時期は1世紀末~8世紀初頭と考えられる。
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Fig.216 S 6014住居跡 (I/60)、出土須恵器・土師器 (L/4)

2. 古墳

(1) S T016古墳

遺構 A地点の 1区に位匿する。墳丘は田畑造成の際に削平されており、周溝も検出できな

かった。 石室も腰石及び一部の敷石が残存するのみで、それ以石の石材は持ち去らされていた。

本古墳は主軸方位をN35'Eに取り、南西に向けて開口する複室両袖型の横穴式石室である。石
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Ill. 古墳及び飛瓜 ・奈良時代の遺構と遺物
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荻野遺粉

室掘り方は、主軸上で長さ6.00m、奥幅3.80m、中央幅3.60m、前幅1.55mを謂り、現状での深

さは、奥壁で90cn,、中央東側煎付近で70cm、同西側壁で8釦nを測り、裏込めには拳大の礫が用

いられている。玄立はほぽ正方形で、奥壁と椙石問が2.53m、両側壁問が2.40mであり、玄門

の幅は届石の寸法から8訳m程度と考えられる。前室の規模は、両袖石が移動または抜き取られ

ているため明らかではないが、それらの抜き跡から約l.20mX1.20mと推定される。前,,,から

約 Im南西に4(lcm程の段が有り、これより以北が荻道、以南が甜道となろう。謂査区が限られ

ているためはっきりとはしないが、藉道は西へ誇曲するようである。

遺物の出土状況 鉄器、装飾品ともほぼ床面直上より検出された。耳環の84は前室、 85は玄

室床面から、玉類は切子玉も含めて玄室東側撻付近より一括して出土した。なお、 A-I区西
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Fig.218S TOl6古坑出土須恵器 ・土師器 (1/0、鉄器 ・装身具 (J/2)
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Ill. 古れ及び飛A・奈良時代の遺構と遺物

斜而出土の須恵器 (Fig.228

う造物である可能性が大きい。

145~156)は→ぶ道の西部分に集中しており、本古墳の秘前祭に伴

遺物 63の殿の胎土は緻密であるが、色調は赤褐色を呈し焼成はあまり良くない。口縁邪は

2段に屈曲して、外面には栖描波状紋を施文する.64は短脚の高杯で、杯底部外面にはカキメ

を施す。 67の堤瓶の肩部には、輪状をなす把手が付く。 68・69は同一個体と思われる棒状の鉄

製品であり、鉄鏃はいずれも尖根式で、 70は有茎、 72は関の無い片刃箭式である。耳環は2個

出土し、 84は銅芯銀張り、 85は鉄芯銅張りである。玉類は水品製の切子玉(73)、小玉(74~83) 

合わせて11個がまとまって出土した。小玉は全てガラス製で色調は暗甘色である。本古れの所

屈時期は、 6世紀中頃であろう。

(2) S T017古墳

遺構 B地点 II 区に位設する。項丘 • 石室等その殆どが破壊されており、石室掘り方の一部

と奥壁の石材と思われる石が2個検出されたのみである。掘り方の東西は削平されて不明であ

るが、南北の長さは3.50mを測り、南束方向に開口する横穴式石当と考え られる。

掘り方の北束床面上に約60cmの距離を四いて、遺物の出土状況 2個の管玉が出土した。

遺物 2つの管玉はいずれも碧玉製で、色調は暗緑色である。本古瑣の時期は不明である。
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Fig.219 STOI7古墳 (1/60)、出土装身具 (1/2)
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3. 石棺墓

(1) 

遺構

SC020石棺墓

本遺構はA地点II区の南東端に位渥し、主軸方位をN73.o・Eに取る箱式石棺墓であ

る。掘り込みの規模は長さ5.08m、幅2.85m、深さ0.70mを測り、そのプランは長方形である

が、東側部分が若干狭くなる。石棺の内法は長さ3.55m、幅0.93mを測るが、東の小口石は抜

き取られている。西の小口及び北側壁は石材を縦に使用しているが、酎側攪の中央部分では石

材を横に積んでいる。

遺物の出土状況 4個のガラス小玉と 3本の鉄鏃が束小口付近より一括して出土している。

遺物 色調は88 · 89が暗育色、 90• 91が水色である。 92の鉄鏃は平根椿葉式になると考えられ

る。 94は長頸の尖根小形柳葉式、 93も同じく長頸鏃であるが茎部に木質と樹皮を残す。
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Fig.220 SC020石棺;Q;(I /60)、出土装身具 ・鉄器 (1/2)

4. 土壇墓

(1) 

遺構

S POOI土壇墓

本遺構はA地点 U区の北端に位四し、主軸方位はN~9'E を示す。掘り込みは二段存在
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Fig.221 S POOi± 墳 (I/60)、出土鉄器 (I/2) 

し、 外側の掘り込みの規換は長軸4.37m、短軸2.10m、同内側の規模は長軸3.35m、短軸1.43

m、深さ0.54mを測る。二段目の掘り込みの西寄りには約60cm程の石が据えられており 、周囲

には20cm大の礫が約40個ほど散布している。

遺物の出土状況 西側壁付近において浮いた状態で、 鉄器が4点出土している。

遺物 96は有茎尖根式の鉄鏃である。 97は弓付属金具と考えられる。98は錢で、身部は綬や

かに反り上がり、先端を欠損するものの残存長2.1cmを測り、上面に縞を持つ。

(2) S P009土墳墓

遺構 本遺構はB地点Ill区の北端に位筐し、隅丸長方形のプラ ンを有する土墳基である。北

側半分を削平され、東壁の一部をSXOllに切られている。 主軸方位はN11.s・wを示し、その規

撲は長軸の残存部分2.!0m、短軸0.84m、深さ0.43mを測る。

遺物の出土状況 2つの杯身は、床面直上の東壁寄りに据えぽかれたような状態で出土した

が、それ等とセッ トとなる杯査は、東撲の上部から滑り落ちたような状態で検出された。また

鉄器類は108を除いて南西コーナー付近に集中するが、いずれも床面より 10cmほど浮いて出土し

ている。

遺物 100と102が須恵器杯身、 99と101が須恵器杯蓋である。蓋は天井部から口縁に向けてな

だらかなカ ープを描き、天井部には約J/2ヘラケズ，)を施すが、 99は手持ち、 IOIは回転と調整

に違いが見られる。杯身は口縁内面に｀端部の丸く仕上げた短いかえりを持ち、底部には約1/
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Fig.222 S P 009土墳廷 (I/30)、出土須恵器 (l/ 4) 

2ヘラケズリを施すが、丸く不安定である。天井部及び底部のへら記号は、 102が「；；」である

他は、 3僭体とも 「廿」であり、両者の胎土 ・焼成にも相違が観察できる。

103と104は長頸鏃で、尖根の小形柳葉式であろう。前者の鏃身部断面は片平鎮である。 105か

ら107は平根式で、 105が斧竪式、 106が椿葉式、 107が圭頭式である。

llOは全長13.釦nを測る錢で、茎部に木質部が残存している。身部先端の木質は棺材等が付若

したものであろう。身部と柄は円現状の金具によって固定している。身部は上面に縞を持ち中

頃より緩やかに反り上がる。 109も同様に錦と考えられるが、柄の木質が一部残る。 108は、小

型有周式の鉄斧であるが、中空の刃部の中にソケット状の袋部を挿入する特異な構造を持つ。
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Fig.223 S P 009土填墓出土鉄器 (I/2) 

袋部は両側から打ち曲げて中央に合わせ目があり、片端（刃部との接合部分）内部に厚さ1.5mmの

中仕切りを有す（図版X線写真参照のこと）。本遺構の時期は、 7世紀初頭であろう。
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5. 土壌

(I) S K004土壇

遺構 本遺構はA地点 It区の東側に位はし、主軸方位はN3 •wを示す屈丸長方形の集石土墳

である。掘り込みは南側で段を持ち、その規揆は長軸3.77m、短軸1.90m、深さ0.49mを測る。

集石はその多くが屈平で、埋土の中層に緩やかなカープをもって船底状に配設されていた。土

師器 ・須恵器の破片が、少黛出土している。

(2) S K012土墳

遺構 本遺構f;tB地点lII区の南西端に位四し、長軸方位をN25.5-Wに取る不整円形の土墳で

ある。その中央は東西に通るS0013によって切られるが、規模は長軸2.0lm、短軸1.35m、深

さ0.27mを測る。

遺物の出土状況 遺物は底面より若干浮いた状態で出土している。

遺物 lllと112は、低い高台を貼付した杯身である。 Illの口緑は匝線的に外方へ開くが、 112

は口唇部が綬やかに外反する。 113は須恵器の蛮で、天井部にはヘラケズリ調整を施し、口縁は

単純に垂下する。 114は、褪部で大きく広がる高杯の脚部。 116は土師器の皿で、平坦な底部か

ら口緑が1!/iかに立ち上がる。 117から123は土師器甕の口緑部で、頚部が緩やかに酒曲して0縁

部が肥厄するものと、頚部が丸く屈曲するものの2者が存在する。本遺構の時期は、 7世紀末

~8世紀初頭であろう。

(3) SK021土壇

遺構 本遺構はB地点IV区の北寄りに位設する、 不整円形の土壕である。長軸を北東ー南西

に取り、その長さは2.45m、短軸は1.60m、深さは0.32mである。西側には2個のビットが存在

するが、本土塙に伴うものであるかは不明である。

遺物の出土状況 中央部床面から約10cm浮いた状態で、蓋杯l組と土師器の蓋が出土してい

る。なお、刀子残片は埋土から検出された。

遺物 124は低い円筒状のつまみを有する須恵器の杯蓋で、天井部は丸みを帯び、緩やかに内

湾して口縁に至る。口縁内面には短いかえりを持ち、端部は丸く仕上げている。 125は高台を貼

付する須恵器の杯身で、口縁部がわずかに外反する。底部は回転ヘラケズリの後に回転ナデ調

整を施し、高台はやや内側に貼付する。 126は須恵器の杯蓋で、天井部は緩やかに内湾し、口縁

内面には丸みをおびたかえりを持つ。 127の杯蓋は俗に 「赤焼き土器Jとか「須恵系土師器」と

呼ばれるものである。天井部には擬宝珠状のつまみを持ち、丸く内湾して口縁部に至る。口縁

内面には端部を丸く仕上げたかえりを有す。なお天井部には、 「六」のヘラ記号が描かれてい

る。 128の土師器杯は、丸みを帯びた底部から口緑部に向けて立ち上がる。 129は関を持つ平造

りの刀子である。本遺構の時期は、 7世紀後半と考えられる。
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Fig.225 S K021土墳 (I/6-0)、出土須恵器・土師器 (I/4)、鉄器 (1/2)

6. 溝

(1) SD003A・B溝

遺構 本遺構はA地点II区を南北に縦走する溝跡である。東側のA溝は而境界から約18mの

所で消滅するが、西側のB溝は検出距離42.3mを測り、さらに南北へ伸びる。 A溝は幅2.20

m、深さ0.20m、Bi/llは幅0.80~2.00m、深さ0.20~0.37mを測り、土庖はレンズ状の自然堆積

を示す。また、B溝の北端には径約50on、深さ約15cmの小ピットが約60onの間隔で16債縦列し

ている。土師器が少盈出土したが、図示し得る様な遺物は検出されていない。

(2) S 0007溝

遺構 B地点III区の東寄りに位屈し、SB006の南撲を切って北東から商西に伸びる溝状の遺

構である。遺構内及び壁際に多く のピットが存在するがその性格は不明である。その規模は長

さ5.46m、tli!0.50~1.14m、深さ0.24mを測る。土師器が少黛出土している。

(3) S 0012溝

遺構 A地点lI区のほぽ中央を、東西に走る溝跡である。長さ24.6m、編0.70~2.70m、深さ

約0.30mを測り、土暦はレンズ状の自然堆積を示す。土師器が少童出土している。

(4) S 0013溝

遺構 B地点Ill区の南端を東西に走る溝跡である。西は潤究区外にも仲びる と考えられるが、

東の延長は削平によって消滅している。現状での規楳は長さ4.58m、幅0.69~0.94m、深さ0.21

m を測る。

遺物の出土状況 須恵器 ・土師器片と伴に多数の鉄滓が溝の底面付近において検出された。

その総数は141涸で総狙益は4.6迎である。
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UI, 古墳及び飛烏 ・奈良時代の遺構と遺物

遺物 130は須恵器の杯である。高台は、平坦な底部のやや内側に貼付され、 体部は外傾して

立ち上がり、口唇部を丸く仕上げる。 131は内接する高台を持つ須恵器の杯である。 132は須恵

器の皿で、平坦な底部からわずかに外反する口縁に至る。本遺構の時期はSKOl2との関係より

7世紀末以降である。

(5) S D015溝

遺構 B地点V区の北端より約 8m南下し 束`に屈曲する溝状の遺構である。傾斜の緩い外

側の掘り込みは、長さ10.5m、幅2.10mを測り、この内部を幅50cm程の小溝が走る。 溝の東側に

し＝釦Om
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ぽ）各断面の位置は Fig.202参照
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Fig.226 S 0003・Ol2・013溝 (1/60)、S00!5溝 (]/30)、

S0013溝出土須恵器 ・土師器、 S0015溝出土土器 (I/4) 
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は小ピットが分布し、何らかの建物が存在した可能性が有る。なおSB014との前後関係は不明

である。

遺物の出土状況溝の北端の底面よりフィゴ羽口が出土している。

遺物 136は土師打のフィゴ羽口であるが、胎土が粗雑で遺存状態は悪い。遺存する部分の最

大幅は8.2cm、孔径は2.1叩を測る。なお鍛冶関連の鉄滓などは古代の遺構に属することから、

本遺構もこの時期に含められよう。

7. 不明遺構

(1) SX005 

遺構 本遺構はA地点11区の束北端に位撹しており。いびつな長方形に張り出しを付けた様

なプランを持つ。張り出しの東端が削平されているが、その規模は長さ8.95m、最大幅2.82m、

深さ0.29mを測る。遺構の東偶に多くのビットが存在するが、組合せは特定できない。

遺物の出土状況 遺構の西端から土師器の破片が出土している。

(2) S X008 

遺構 本遺構はA地点II区の北端に位訟する。楕円形のプランを持ち、その規模は長さ2.02

m、幅1.45mを潟る。

遺物 138は「ハ」字状に開く高足の高台を貼付した須恵器の杯である。

(3) S X009 

遺構 本遺構は、 A地点n区の南端に位置する「コ」の字状の掘り込みである。その規校は

南北約5.50m、東西5.00mを測る。

遺物 140は丸底の土師器甕であり、他には尖根の鉄鏃が3点出土している。

(4) S XOll 

遺構 B地点Ill区の北端に位既し、 SP009土填廷の東壁を切って構築されている。東西に連

なる 2個の土壕状の掘り込みよりなり、東側の掘り込みは径 Im、深さ20cmの円形プラン、西

側の掘り込みは長径1.60m、短径60on、深さ50四の楕円形プランを持つ。その埋土には焼土、

炭、鉄滓を多黛に含み、鍛冶に関連する遺構と考えられる。なおこの附側にも径40on、深さ 7

cmの小さな焼土プロックが存在する。

(5) S X016 

遺構 B地点V区の北端、 SD015溝の東側に位四する。訂径25an、深さ25anのビットの底に

小型の土師器甕を抵え、土師器の杯で蓋をしている。

遺物 141は丸底の土師器甕である。胴部は半球形を呈し、頚部は綬くくびれ、口緑は外方へ

短く開く。なお胴部には糾斑が有る。 142は土師器の杯で、平坦な底部から体部は外方へ開きつ

つ立ち上がる。 143は土師器の蓋で、胎土が緻密である。
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Fig.227 不明遺構SXOOS(I / 80) •Oil (1 /60)•016(1 /30)、出土須恵器•土師器( I /4) 
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三 144

＼ー止'145
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i」=弐160

。
l'ig.228 遺構外出土須恵器 ・土師器 (I/4) 
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IV. 時期不明の遺構

8. 遺構外の出土遺物

144は須恵器の杯涵で、平坦な天井部から外方へ屈曲しながら口紘に至る。口緑内面には短い

かえりを持つ。 145から156はSTOl6に伴う可能性が高い。145は平坦な底部に低い高台を持つ

杯身である。 146は須恵器の謎で、頚部は細く締まり口緑は大きく開く。 147と1祁は胎土 ・焼成

から同一個体の長頚瓶と考えられる。厨部は弥く張り 、底部には「ハ」の字状の高台を貼付す

る。 149・151~156は須恵器甕の口頚部で、頚部は 「く」の字状に屈曲して口縁は外方へ開く。

またその多くは、口唇部に断面三角形の突布を持つ。なお、 155の頚部外面には 「士」のヘラ記

号が有る。

rv. 時期不明の遺構

(l) S B 008掘立柱建物跡

遺構本遺構は、 8地点Ill区の南東に位凶する。主軸方位はN66・Eを示し、長軸2.85m、短

軸2.00mを測る I!HIX 3間の掘立柱建物跡と考えられる。遺物は検出されず、所属時期は不明

である。

v. 小結

今回の調査で荻野遺跡が、弥生期から古代（奈良）期までの頂複迫跡であることが明確となっ

たわけだが、その立地閃境から、周辺の柚比遺跡群との関連性を考えて行かねばなるまい。

弥生時代前期から出発すると見られる本遺跡は、同期後半～末に位四付けられる 4碁の甕棺

媒の検出によって、当初は店域であったことを知り得た。しかしこれと直接的に関係する生活

囮は調査範囲以外に求めねばならず、周辺での当該期集落遺跡としては八ツ並遺跡、岸田遺跡

があるものの、ともに本遺跡とは距離 ・地形的にやや隔絶した位四に存在する。いずれにせよ、

弥生前期末から急培するとされる柚比丘陵上の甕棺梨群の中では、比較的早い時期の類例（特

にSJ 007)として把えられよう。

弥生時代中期後半になると、 2軒の住居跡の存在によって、集落の発生が想察でさる。この

際、 JI!接する安永田遺跡との関係を当然考えねばならないが、現時点では時代相と住居規模に

共通性を窯い知るのみで、この周辺有数の集落の構成れ位にSB002・010が含まれるものかど

うか、即断はできない。

古項期に至って廷域としての性格に再度変化するこの遺跡は、冒頭に触れたように首長層収

硲と見倣されている庚申堂塚古墳に近接しており、ほぼ同時期 (6世紀中頃）の成立と考えら
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荻野遺跡

れるST016との間に古代社会下の階層的関係が存在するものか、今後、特に再考を要する課題

を残している。

7世紀末~8世紀になると再び村落的表観が形成され、溝 ・鍛冶関連遺構もこれに付随する

ものと思われるが、安永田遺跡北西辺で集中して検出された同時期の12軒の住居跡でも、鉄器・

鉄滓が多景に出土している。瓜栖市教育委貝会の報告では 「鉄ならびに鉄器製造に関連する集

落」との見解が示されており、これと一連の存在として本遺跡の住居跡を規定できるかどうか．

今後、住居跡の集中する丘陵の東 ・北縁辺 (B-1・Ill・ Vの各区）から安永田遺跡西辺まで

の空間での集落の広がりが明瞭とされるまで、結論は保留すべきであろう．

（参考文献＞

I. 藤瀬禎博、石纏新次亀

「大久保遺跡一柚比遺跡群範囲確翌調査第 1年次調査報告書J

(.El, 栖市教有委只会 f瓜栖市文化財調査報告書J第6集） 1980. 3 

2. 藤瀬禎博、石橋新次、山田正他

「安永田遺跡一 佐賀梨瓜栖市に所在する安永田遺跡銅鐸鋳型出土地点の調社一J

(,Q栖市教行委H会 ra栖市文化財調査穀告害J第25集）1985. 3 
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土器-・覧表

Tab.32 土器一覧表 (l  11111定
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D桟 JS.O嶋 e I .ll好 TU字を状籍の.,.OW外遍にU釘み ロ誡畢nコナデ翼蝙． ..,,.,,. a誡喜1/1

SX008 墳皇I) t11..-. llff 

OCN・B 
甕 糟 讀霧uは外rヵeヘ」の字（立に11ら●し ロ縁艦ヨ:,+デ．以下はナ

口1/縁8隕~IIJI艦... SBR c• 皇土菖》
ロ往じ．， 明褐e Iーl 紐 口縁 .l:が

1'IUI. ""'"ll) ILt •• 
alt UJ.8l 

外Itする轟台をnし．心

211・.4$ 
oc~~a ff~ 

●裏 H.ヽ）訳 e .. , 紐
uo輪付近で讀やo•i.:外fi. 口縁鴛ヨコ.,.,,_ff内薗は

● 1000076 
n蟻艦3/◄

S8001 （綱皐冨J
尉往 （＄．ヽ）

し.Off疇憾は丸く仕上If不定方皮の,,.デ貫•• 欠損

．． 
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荻野遺 跡

（ ） 攪

心量ヽ9 lht屹 ・勺 Ill II は重Cao) 色鯛
.... 

鑽 患.V, ≫ 徽 囀蔓 の ＂ 置 0冑鍼遭●裏り． ＊ 
伍 ）

oci-. u If .. "代(13.8) *• な父芹螂か.;n縁にか 3/ヽ残II
m・" 鬱4(1.8)螂色 o.s 良好 11'(●やかに膏働し.u嶋 ~n■1.: 1召じへうグズ,,. 

"""" s • 四 （鋼皐II>
天火:-#1!(8 • ~ 蝙艤は璽直に下にさがる． 口縁付迂』2ヨ!J,,.デ翼璽． つ皇み欠損

亭積汰~IC謳から． 疇やか

＂ 
OGN • 8 “ 口llU9 . .fl ＾褐色

,_, 
Jllf 

は闘蒻し外反1'る辺いn縁 口輪ヨ:,,;-ダ． 外藝.,.f'舅
細 l偽”

口縁～尉霧

SAい3 ltMIII> に至る.0911丸く仕上,, 賛、内髯へうケズ＇，翼襲． '""" る．

OGN・B 
lili甕●9 

麟墓iふ凡＜絨患し外反ずる
Oil-MIi 

21J'8 SB叩
口~ 08.,) 疇Ill& I 良好 口縁，に豆る．ロlfltA< tt 口¥3コ＋デ翼夏亭 細 1閲舶

1/ffl(I 
上げる・

OGN• U 
1土編甕嘉9

畢置はん（畠戴し外ub(.丸T"(る Olt:Jコ't,._外面T1'鯛 ロ縁鵬,,.... s • .,. All <18.9) 囀鶉色 .. , Alf n輪に烹る• ロff tt 
讐．内國へ9ケズリ翼鯖．

鯰 1閾SI
霞“J: げる．

ocs・ll 甕
”患U尺!l（誡鶴し外皮する a輪 塁コ+ダ．内外iril~., ロ誡～“撼... 

SB釦 （土鰊霧）
Uほ(20,5)冑畜褐e,_, 

良好 0輪にる• Oftt: 丸<tt
翼讐．

細 1偽"
If磁",,,, る．

•'1 OCN・B 鯰
口II(9.2) 1111鼻e I 郎 霧饗畢Uで丸織く{U＜“膚lfし.Off濃

0縁奮コ,,.f'. 外奮.,.,.翼
函 1直.. 

ロ馘一劃艦

5 .... （土鍼ii) る． 警．内通へ9ケズ＇) ●皇． 1/&l.ll/ 

天芹霞から儡かに内胄しつ... OGN・S 量 Olf (9,0 灰 a I 畑
っ口四I.:~る• Cltfにと 天井艦転ヘラャズ ，J• a 蕊,.,...11, ... ,, 

S8磁 ぼ峯●） 丸みを鴫びた虹いかえりを 鍼l:;;t31''T舅璽

nっ．

oc t-~a 厖
天昇鬱 と体●の墳に檜を捨

天芹戴思転へう，，ズ,,.0 
・57 口tiC 8.0 灰色 0.$ 紐 っ.t'Jffa.:l: 丸みを鬱びた 珈 IC匹 11,1111 

SB匹 （筍恵疇）
囮いかえりをIiつ．

械は g~.,.,,翼畳卓

•閲
OG~- B 

“ 口艮 Ul,3 貴膚色 ●,S 負If●畢で櫨＜騒朧t..-.ロ＂疇 n闘,,.,.テ． 内外賣ナデ
珈 1直臼

ロ輪111/6
ss ... （土鱗馨） 曇U丸＜ 虹Ifる． 翼蔓． 鰻が

.,, OCN• B 
鱈

曹暴尋e諏● MF 為事な≪艦．
内外讀とも．不定万白の嗣

珈 1閲“
訳墓のみ

(±1111讀） 毛目●雙．

’“ 
ロ11 IS, I 

亭岨な天昇纏iにU馘宝潟〇 天芹畢1.lti転へうャズ1)の

216・60 
OGN・R If Ii 

置ll 2.1 仮褐色 u Alf 鯛みを怜ら． 体麟で愚●し． 検ナデ.u縁H.!iは”コ.,. 8801匹 1/3欠攣
S●● " （雰追●） 鉗は縁的＜蟻に逍口縁にL:.~ る．鼈露 '体瓢内纂は不定万網の"Rlf-{l 8.i 

下がる． ..... 
O(l 15'.0 

繕軍な●影．鰐鄭がら議や.,, OCN・k .. 
置/1( 3.$ 曹曇囀e織重 ＾奸

かに青●し、 0縁IJUぼ皇
内薦へうtガ.. の.鯛豊鸞．不彎． 拗 10861

口......

SROI』 (±Ill薯）
鰐ll s.o 直に立ら上がる• Offは丸 外羹皐誡の1.: 欠攣

（仕kげ＆．

-~ OGN・B 

“ ロ11US.( 蚤褐色 I Aff 
外綱しつつ口縁に翌?.ロ nwヨ9ナ1'.外ケ藝ズ綱,,毛糞豊目． 細 1位“

口縁纏I/ヽ
$8014 <:tr. ●） fllJ員”する・ 躙璽．内膏へ●

,..,, 

218•63 OGN• A 
償鼠皐鑢） Dlfl m.o 庫褐e I ,.., 0繊臀 U二 i.:.,W闘して． a鍼外薔i;U●,II謹状文を

札叩ll
口繊瓢1/'J

STOl6 1:JfJ&..: いたる． めぐらす． 只存

OG!': 曇^
《轟頬息汗●） 

賣瓢はIU<. fヽ•J，，の'f下1i杖&.:に F尋鵬外!lia;UIJ,f ,,_. 内... 
STOl6 虞往 ~9.3 ●灰色 1 紐 閥＆．疇lliU輯 属

爾U,r:li!Jfltil~1·,,.. L 
,iooo虹ヽ一 暉欠Ill

羹する．
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土器一覧表

（ ）堕座

... 贄" 出セ`地点 霧鴨 ＂直 (o,) 色 ‘’
妙筐

鑽 絡 8 f> N微 舅畿 の符 徴
嘱遣笥 ． “ （一） ll鱚雷り

oc~A 
Melf雙i,) 

戴轟1,I'<. の字~に蝠薦し U峰魁~.::i-t-デ． 嗣藁.,.ダ n鰺～肩鴫
21865 ST016 

nil u,.a, 褐 色 ,., 紐 患く外a_.,.~口鑢に喰る． .... り螂＂ 1/ffll, 
en鯛高l:丸<tヰ Ifる．

OGN・A 
（蠣専雙議）

＊きく外反する口縁 口" 0縁外賣に2~の鬱撮文€ 〇馘鴨,,.... Oltll<.6) 仄褐色
,_, 

良＂ 外道を更さ彎鰻を造り出 ＆＊庫"
STOl6 .... のぐf;,'t. 艘“

., OGN•A 
, .. 費.庫.. , 彎灰e.. JUI 輪れ1}.f!-f,を日薦に,.,つ．

内憾U昂心F』文、外1111:平

""呵"
嗣1111/8

ST● " H,.,..,,1. llfl 

OGゞ ーH 匹 着a桂轟 t1 Z . 6J 
天井霧から口綸に阿11て． 天（約,,,1/2.)If-."'らへ,,. ズ') n艤置1/-1,,, ... ., . .,. （嬌鬱饂） f 4.11 

仮色 I "''' なだらかなカーブをII <• 天井霞内鉛不定方“の.,.~. "<l>lflヽ 欠蝙

口＂闇 UA.(吐""・ 鯰1:eコナデ躙肇．
へう記号H

,~ らあがりl,llり（内傾l...
鍔編外面自転へうケズIJ

Uliil藁118
-100 

OCX・l1 ff~ 。●IJ,裏 fl{<●.●2)” 鵬1'1el I 良" 疇IIUA.(仕上げている．
（約1/21, "'心16

欠出s, .... （須竃1111 冑霧じ丸く不安定である．
“鵬内嘱不定力民の.,..,,. 

ヘ9配蛉“
鰊ばワコナド瓢璽．

天升畢か~o誡~!i1'1t て·
夭井墨日紀へ9ヶズ＂ ＂り 口縁lfll/11

OCS・8 仔董 l.'llt (11.t ,n,. 
・IOI sr"' （綱憲菖｝ ・高 (I.I 

灰 e I 員" なf!らかなカープを鵠＜．
XJflll内幽+.tlh良ナデ． .. 班"欠鳴

r.lfl編“凡<tは lf4. 捻は9コナデ●費．
ヘウ紀号fl

たらあがりは園（内傾I.,.
載高外孤ll!ltiへう ヶ~•)

完妙

'" 
OCS・IJ 什貪 口fl 10,7 

灰 e I ~If 誓鴛』t.k<ftiげている・
（的1/2).

"°""'" SP(疇9 （須息●） 霧裏 3.7 賽瓢u凡<1'; 安定である．
代鄭内園不足力内の.,.1'. ヘ9紀'¼11
惚は 9コナデ翼雙•

OG!-. •8 
（鵞四鱈）

ロrtU3.Z 内襲1'6真台をn-,.置震
22&,,I II 

SKOi? ・真 (3.6灰色 1 Mf  は平岨で.0誡に肉IIて外 ft::,.,.,, 糞璽． 紺磁155 11<!1(1 
菖台U:C8.、 “し.ClffU凡く仕上げる

n棧 (Iヽ.0)
内霧する富台を椅っ．窮編

・II% OSGKS Oi? B ＂ 営鼻(3.2)灰色 I 邸
は平坦で．口艤ヨ事で置か

9コナデ瓢饗． 890001<4 1/fflll 
ぼ息鶴） に外只する．ロffl!凡く仕

漏台ほ10.2 上Ifる．

OGN"・B lf om. oo.ti) 
亭坦な天井鑢C>,,.やかに

天n轟阿転ヘラャズリ．亀
・H3 Ill色 I 員好 内綱し.,, 匹 量は儡かに 89000147 血付

S K012 （鑽塵●） ●裏 (1.6)
騒●し下力ヘ下が"・

U9コ.,.1'翼董事

-m oc~ ・8 裏仔 窮ほ..., 彎褐色 .. , a<JI 襴鴫l.;:JJいて外万に広がら
へうケズ，J？ 餃畑1●9

鯛慮I/?

SKOi% l:t.fi●） rハJ字の鰐 桟"

113 
OGN• S "' 〇侵 Ol.$)明褐色

＂ 
良好

体鼻中央で..し口誡i.:.it4
'コ1・.,,~ 納螂'" 1/81.111 

SKOIZ （土鉗菖） けて立もよがる．

ロ桟 (21((12?、..91)O1 J 

亭岨な真藝からは纏は外JI
OCN・B 載 に立ら上が').ロ綸皐に“

116 
SKOU 《土艤鰭）

纏轟 ●●●● I 員 いて僅かに外仄す~. ロ"
摩誡のため翼•=t;蛸． 剪 1胡 "'残び

氣復
は丸く仕上げる．

OCN •8 
U漬畳9鶴）

u,~~.: 立り上がる嗣●
口縁畢nコ.,.デ n縁~JIii!

・111 
SKOJ? 

0ほ (20.1蒼褐色 I 員好 から． 戴墨は讀やかに鳥繭
賢-~·ヘ9ケズ，J．

約 150
1/l!ll, 

し． 順い口縁は外11へ<

OCN・S 甕
Uば屠奮に立ら上がる馴薦

＂繊畢'"ー118
SKGl2 (±0,11) 

tltl (16.6 
” 色

o.; Alf から． 鯛麗U績やかに屈• 暉誡，，,,,.麟璽不剛．
8畑'""" し、岨い口縁は外ヵヘ<
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萩野遺 跡

（ ）は推定

r嘗鸞·~ 出t鴫点 鬱＂ 弘蟻四 e• :: ， U 攣の符 Ill 翼璽 の枯鴨
輯,.,. ． 弓
〇鍼・"

OGN R 
（土“畳菖）

Jヽば璽資に立ら_t(JIる尉瓢
馴tlll忽ll<円羹t>ヘn デ．

ロ四,,~21,, ll? uほ fl、n 褐色 I 只ff から．鵬1111.1績やか心＊ 肥畑15.1
S KOil 

し． 扇いU綸9ょ外方へ覺＜
,.,. ズ•)． 毀・（ヽ

"' 
OGS-8 甕

Liff i?l、6) 茶褐色
,_, 

Alf 
・闇UJ:,、く闘戴し． 噸い口

U綸雇9つ..,..,糞雙鼻 酎紐"'
m綸畢1/8

SKOi? （土鱚濾I lit 1: fl.'Jiへ （． 残I#

"' 
OG!': K 甕 U程 i1l.O)褐〇 I 只"

躙闇il丸く縄賞し.J!Il•O 〇械畢ヨ:,.,. デ●雙．尉員
!!9000151 

口綽饗1/6
SKOi? (±ill8) 艤1:f't-'liへ馴 <. 内“へ9ヶズJ躙讐』 鰻＂

OCN・l:I, 生
UIZ鼻｀に立り.torも配置 n輪饂ヨ:>.,.デ翼隻． ＂械纏II•

・'" S KOi! 《.t-麟襲）
uo. {tl.2) 茶褐色 ••• Alf から11Jf置U量 ,,.e-.:111.• し

馴蘭内翼へうャズ1J瓢雙暑
紗,.. 

限1、
濶いti輪U,S刀へ調（．

OCN H 甍
,,. ば亀雀は立'J.f.がる尉蝙

n縁撼9つナデ●讐． n艤鴨"'1幻
S KOi? (.t鯖冨）

t:1(1 (21,6) 剛褐色 I 員fl から露纏は編やかに屈●し
胴饗内菖へ,.,,ズ＇）舅雙．

ぶ m
残が

窪いu嶋は 外 ヵ ヘ<.

~-からIJli螂にかHて偶 X芥麗S€へ1-rズ，}の撞
m ~m OCS・り ＂量 tl[l OU) 

訳色 ••• 良tF
かに内資しつつ関さ．口縁

-t1'・ロ刷•fi'rl:. ヨコナゲ 伍蜘... 1/ヽ鰻,,
SKO?I （毀嘉冨） ・JI(3.2) 内薦には凡みを得tit~喧い

属雙
かえりをt-tっ．

rill 02'. 7l t轟で攪喰.,.る属偉内感をPつ 訳高外藝r>!ti:へ~,,ズ，），，

1お
OG!':・H If 

菖" 4.2 仄色 ••• Afl 臀峨な貸鱈から "l,t、外1:Jl鯰 橙,.,,, 鋼．彎傘n艤か.;"°5
890001●I ＂誡IIIJ.I•

S KOii （微1!11)
Gt.tl 3,,1 して立ら上がり.P 内遍gコ,,..,.. 釈撼円遍不 欠鵬

（匹,,る． 定力鵞,.,.,..,. . 

A1'-な天井鬱から置かに鉗内に
天 f纏外賣“(2葺/3),1近JC<Uそへコう

'" 
OGN・B 杯遭 Cl惰 (U.9)訳色 o.s 

"" 
汽しつつ闘e.o縁内 9ズ'J.0 ., 89000159 I/ヽ＂＂S KO'll （釘崖鑢） は丸みを鯖びた通いかえり

デ糞讐．
をnっ．

宝はつ重みを9りつ天算霞か

'" 
OGN• IJ 心 Clfl (15.8J 明褐色 Iヽ1 ittf らll~•に鍼内に綱しつつ疇ti. 天月畢外真(1/2)阿転へ9

890001M ヘ1/291!1紀11サ,,
S KO'll （＋輯＂） r.1縁内 は凡みを尋びI: ~,C') 賃讐．

辺いかえりをnっ．

OC,:.{• ti 
U潅If6論）

丸い霞瓢0ら'u:鄭u欝曇
1鵡

S K02l 
Utl 03.<I) 彎I嶋色

＂ 
不員 してl.tlr璽直9こ立ら..tが9 拿鍼のIこの鼻豊不 給 1紐 l/4!l{i 

DtfllUJLく仕上げる．

nt'f (l3.5) 仝i1f隕でu讚l¥'.s鳩する墓れをMつ

226・130 OCN•A "' 蔚讚漏在 （ ヽ.Ol仮色 戴鼠 良
専 t>• ら体:m1:.n.1負

げ＂絨疇霧内外.,蒼~.,,. 6lOOII滋 1/8残IヽSOOl3 （綱患鵬9
C 7.11) しt:a.ら上がり、口Wt:凡 -tf'●●● 

（皿Ifる．

OGN~A "' 
内ば平11川1'る轟tr¼nっ． 停纏 竃厚外菖阿にへう切り● し 裏憲”•131 

SOOIJ （綱患●》
“白穫10.2 疇灰色

,_, g好 と虞圏かう騎の外ガ
訳響内蒼-f•'.,i!/j蜘の1' .,,_

8801年
賎"に立ち上がる．

OGゞ•A 鑽
口ほ (16.0) 体雇“亭坦な窮饂から銅の

鰐饗外薗窮にヘラ切り● しl況
Sl>Oll , ... , 霧裏 (1.9)畑 eo.s .ll好 外11に立ら上がり、 口匹

口誡庫!J;, t-デ肩艶．
製.,磁 ,,. 良"

虞lt03.0l 畢で値かに外UYる．

OCN・i、ll 
はlllt内真しつつ鯛e.a ow鷹1/6

~133 
SDOll （躙恵●9

口fl00.6) 彎灰色... 
”’ 

縁鴫との墳で僅かに111餞.,. n11:t-1近ヨ~.,..,,●●疇

― "" る..纂ば丸．（仕上げる．

→ 13' 
OGN A 鳥が

口flus.,, 囀褐色
,_, 

負＂
Clli. は広く外反し・編雇U

内外葺ともへ,.tガ會翼璽 紅'"""'1/611°11 SDOl:J （土誡i置9 丸<ftlげる．
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0,11n 出 冨 糧 注鼠K■) 色胃
Dll 
（一）

磁 ・13S OCS・A 雙
＂畏 (1$,0)疇褐色 ,~, 

S 0013 （土鼠瀑 ）

.,,. OC:i・A フィゴ羽r 孔覆 2.1 
囀長嶋

I S0015 e 

22M37 
OCN・A 重 囀豪貴

1-r 
SX磁 UJ着富）

゜
,,,. OCN •A "' 轟白(1(9.?駅鴫色

,_, 
SX螂 （州息鰤9

'" 
OGN-A 

＂ 鰐11, 10.3 灰〇 ●,S 
sxo渇 9韻直撼｝

., .. OC~· A 費
窮穫 .... 斎褐色 ,-i 

SXOl9 Ix鼻9鬱9

'" 
OGt.48 覺 ロffi 1$,l 

剛鴨色 ， 
S XOll （土鵬●） ●高 1... 0 

OCN・B I!' a穀 Jt.5
・HZ s • • .. (~_I、II > 鱈萬ヽ.0附糟色 I 

鍔侵 6.3 

OCN 8 ． ・1'3 
SX016 は必 霧l

att Ol,'1) 剛褐e 鐵●
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鴫 15■ の 怜儒 ● 量 の n働

皇 口“賽U(Iかに外出.,.(,. n縁饂3コ.,.,..,鵬．警．
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体戴U、亭岨な既●より外 虞畠外薔自鉦ヘ.,., ズ＇）．

傾して立ら上がる． U rデ冑璽．
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小さな事の賽纏よ?l'i膏 外内蒼蘊,.,. ... 
しつつ立ら上がる． へう,.ズリ躙直
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島0し．外ヵヘ（霞 い口 ，I．な”・訳纂内董l,!U直
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Alf 
天；；，撃か虹ら』Illlf璽/;●0 ell! ● 
し、$i.< f I; 縁に孤 讐:,-t-テ1IU慶．
る．
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YJ!!Iな窮艦i:.外鍋ずる鼻 費憾外圏租転へ9切9●し
良好
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荻野 遺 跡

（ ）は饗定
---

凡賢 9ヽ HI± 嶋A 鱈 • 松量（叫 色 翼
妙R

“ 影● の怜鑽 ●婁 のn債
嘱遺樗 ． 胄(al 費鯵●り

OGN~A 
ll au u樗はか1i遍に三外U角し a 口順麟I/ヽ

228•150 IL< （謂恵鑢） afl oo.a> 訳白色 I Qt.f ""漏,~ IIの突 口縁鑢3つt-1'●讐． m!l"'1 
l!lfl 

＾鱗竃 得を迅り出す．

OG~·A ●雇U麟く編識し口縁U外 a繊9コ1'1'●讐．尉墨外
• 151 It< , .甕.... , ロ憧 (24.8)111 e, ， 虞紆 1Jヘ網＜． 。＂の上ie..:は 麗u亭,,.,,..メ.pj)ljlj 

"'"'"' 
口●●1/l 

I!!釘蒼 ＂年 角彫の賽鴨を這り出 綱心PJ文の?? .... 艮“.... 
OGN+A 

（鯛覺II》
戴，，し曝ヘ．舅祖U象＜．下＜騒ロ鴫II●にしIJA口綸く艶U翼ll 口縁9コ.,..デ欝警.尉.Ii外

ロ●量J/l
-IS? II~ 口隕 (?U)匹 e ,_, 良好

＂島の沈繍
● u平行??争メ．内藝u '~"'"叩 '存西釘葦

をめぐら.,. 胃心内文の9ク＊・

OGN-A 
攣謳ur < J字に麗●し0

• 囚 IR （鎮甍憲鵬｝ Oft (22.7) 妖 e 戴鳳 良け 嶋u外11へ`鱒外轟<下.o疇"は丸 ロ輪鵬ヨコナデ賣胃• k噸.,、90 口鑽鬱J/6
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古項時代装身兵一覧表

Tab.33 古項時代装身具一覧表 （皐位cm)

長さ 蝙
F切閲 Sヽ 出 土 遺鳩 lllll 

＂ ＂ 
孔往 色• 出土位霞 鼠曼鱚ヽ 9 Ill 肴

（編さ） （往）

21ヽ疇ss OGN • B S ROOS 叡 II 鯛 0.7 0.5 鍼 色 靖.1:中 91000013 → 鋲貿金員の一昂

218→ 73 OG N ~A STOl6 切子玉 ＊ 贔 t. ヽS u 0. 臼 .I白色 玄寓冑東氏函 91000051 片面9孔

- 7• OCN・A ST016 ,)ヽ 玉 ，， うス 0,8 o.a O,IS 鴫冑色 玄望胄JI(床iii910000ヤ ー店出土

-,s OGN・A STOl6 ,Jヽ 玉 ”’ ス 0.6 0.9 O.l 疇青色 玄窯資東J1;11l 91000011 -M出土

-16 OGN・A STOl6 小 玉 ガ ラス 0.6 0.6 0.1 疇青色 玄空膚稟床ii 91~ 畑 4 一廷出土

•11 OCN• A STOl6 4ヽ 玉 ガ ク ス 0.6.S O.l 0.18 11111色 玄 91~ 細 5 ーft出土

-7& OCN-A STOl6 4、 玉 ガラス o., 0.6S O.IS 疇青色 玄兄 910000'io ー店出土

・19 OCN-A STOl6 小 玉 ガ 9 ス o., 0.7 o. 12: 鴫冑色 玄州庫匹 91000057 一括出土

•腑 OGN• A STOl6 小 玉 ガ う ス o.,s 0.6 0.12 蜻冑色 玄甫鍼床繭 910/螂 g 一貼出土

・81 OGN・A STOl6 4ヽ 玉 ，， ラス 0.2S o., 0.1; 疇青色 上>¥JI!戴床iii91000019 噸 出土

・82 OCN・A STOl6 Jヽヽ 玉 “ラス 0.3 0.、0.1 疇＂色 玄曳耐軍床面 9!""6060 ーけ出土

83 OCN ~A S TOl6 小 玉 ガ ラ ス 0.3 o., 〇.I 疇冑色 匹用棗床櫨i91匹 I 一廷出土

-8' OG!'<-A STOl6 ＂ 塁 匹 鯛壼 0.6 2.8 鑽 色 属 K惰石＂下 9111(如

渇5 OGN・A STOl6 ll 糧 鮫 Ill彊 o., 2.S "'a “石の軍心 91000(~1 

219・ 邸 OGN ~A ST0l7 ＂ 玉
.., 

玉 2.5 0.8 0.3-0.1 鴫縁色 賽鸞付近 91000072 片面9孔

-81 OGN-A STOI? 賛 玉

” 玉 2.6 0,8 O.M ,1 鼈緑色 奥雙t-1近 91000071 片面”孔

碑 鵡 OGN・A SC020 小 玉 ガ ラス 7.0 9.5 o., 疇胄色 東小mr近 91000067 

•89 OGN-A SCQ20 小 玉 ガうス ,.o 8.S 0.12 疇胄色 東,Jヽロ付近 910(匹

-90 OG:<-A SC020 小 玉 ，，ラス .ヽ0 6.0 o. ぉ ＊色 JI(小口付近 91匹 9

• 1 OCN •A SC020 小 玉 ガ 9 ス ••• s.s 0.15 ＊色 嬢小口H,'J 91000070 

Tab.34 鉄器一覧表 (Jll位）

Aa• 暦 りヽ 出土 遺 鯛 属洞 UII 長さ 幅 厚 さ 出土位鷹 嘱丑鯰菖9 蝙 ＊ 

213-52 OCN・B SBOOI 刀 子 鉄 Jl.5 l.3 0.6 遷 91叩細 刃鄭の研ざ誡りが葦しい．

11、・53 OCl'l• II Sli磁 鮫 • 飲 4.0+t;t o.8 0.3S P-1 910(四

... OGN・B S 8姻 飲 • 鮫 -1 .9 +• 0.9 0.3 P-1 910000!!9 

218-68 OGN-A ST016 不 剛 鮫 5.6 +• 1.0 o.s E宣の員頭 910(殴 5

... OGN •A STOl6 不 明 飲 S,'ZTo 1.0 o.s 碩の棗粗 ., 岬 9

・70 OGN・A STOl6 飲● 鮫 9.6+a 0.6 o., 石寛＂記 910! 如

-71 OGN・A STOl6 鮫 • 鉄 3.0+。o.s 0.25 石宣内 91¥I00096 

•Tl OG'1 A STOl6 鮫 •• 鮫 J.3・.. a o.a 0.2 石寛内 910(碑 1

220・92 OGt<-A SCOZ<> 飲~ ． 鮫 4.l+o %.0 0.35 寅小口付近 910<巫
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荻野遺跡

.. , 甚1号 出土遺 構 饉別 UII 長さ 幅 ”さ 出土位置 闊登鯰蓄号 懺 彎

220-93 OCゞ ・A SCO勾 餃 鶯 鮫 7.0+o 0.5 ••• 棗 IヽヽOIが近 91000091 茎に樹皮及び＊””存

・9' OGN-A SC匹0 鉄 讐 鉄 9.6今“ 1.0 0.3 順ヽ J,a付近 9100)()サ

211-95 OCN • A SPOOi 飲 ？ 鮫 9.2'f"o 0.9 o.s 州東璽罠！ 91000071 

・96 OCN A S POOi 餃 鑑 飲 1&.5-f " 0.8 o., 剛棗璽戴 9100007ヽ

・91 OCN・A SPOOi 不 明 鮫 2,1 0.6 0.6 剛東置悶 91000066 弓付舅金It?

•蛉 OCN・A S POOi 捻 飲 12.1-+o 1.3 ,.s 壇 91-000095 

れ3・103 OGN ~A S P009 歓 鯛 鉄 16.9+ ~ 1.2 0.1 剛凸雙悶 91000087 

・10ヽ OGN・A S P009 飲 戴 鮫 1S.2"'1"a 0.9 o., 州石璽厄 9100008& 

-105 OGN・A SP磁 飲 曇 飲 12.5-11 3.1 0.4 州洒II麟 9100008; 

・106 OGN-A S P009 鮫 軍 鉄 9,1+.,. u o., Ill~ 聾編 910(如

・107 OCS・A SP姻 鮫 ● 餃 ll.O+o 3.3 0,3 叩置” 91直砥I

-, 閲 OGN・A S P009 飲 斧 鮫 8.7 ,.』 1.8 中央床1f1 91()(呼

-109 OGN · ~S P009 籍（？） 鉄 ti,1+o O.G o., 壇土 91000079 *II残Tf..

・110 OGN 8 SP姻 惰 鮫 13.6 l.2 0.• 環土 910000/S 匹曲. な.," ",_ ,."・ ., ,. ら., ... .. 

225・129 OGN-8 S K021 7J 干 鉄 4.8+a 1.2 o.s 漫土 91000081 

Tab.35 住居跡一覧表

扇 慢(ml
菖鯛量り 贔1 JOI 平形 主鎗万位 付誡緬穀 出土遺初 傭 彎

長袖 岨鑢 愕さ

S 8001 
”負

舅奮•ll N 93.5£ '・" ,.s。o., I tt,1c. 夏か1'F 土・ 須憲鷲

S BOO, ＂烹●扇 仕万形 N 1G,1E ．ヽ駁 ,.os 0,3 停牛ct鰊、 甕情 6聾関に土墳が＂在する ．

S B003 棗・ 鳥•• 方形 N 67.SW 3.17 0.2 :tJII讐 S 800ヽより古い曇

S BOO• 晨．鳥＂負 方形 N7UW l. 偲 3.01 0.3 北洒カ._..... 土、Ill.飲檸.71子

S B005 
”員

11 彩 N'3.0W 2.80 0.1 北6わ-,ド． 土鴫 土鉛冨、須息霧、麒澪、甑 炉．す”る．に以を含u±.攣...,, 
S B006 景・●景 負 ガ形 Nl21.0W 3.02 2.,. 0,1 北百カマド S 0007より古い．

SB碑 不明 不明 N 66.0E 2.85 2.00 11111< 3111! の瓢立往麹Ill.

S B010 鼻生疇亀 鼠丸万鬱 N JS.OW 3.50 0.6 停霞 棗鋼を退で切られる．

S 8014 ● ， 曇鼻 員 カ形 " 136.5'1 0,3 胄ガカマ ド lll覧彗．土II 棗鯖を欠く．
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遺跡名：日岸田遺跡（略号HIG) 
所在地：鳥栖市神辺町字日岸田
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日岸田遺跡

日岸田遺跡

I. 遺跡の概要

遺跡は柚比・荻野丘陵の西側にあたり、その西端には現在の川幅約5mの小河川、大木Illが

附方へ流下する。柚比 ・荻野丘陵は杓子ヶ峰から南に派生した標高約50~60m程の段丘で、日

岸田遺跡は、その級やかな西斜面に位謹し、標高約50m前後である。

本遺跡は、弥生期の遺跡が密集するこの地域にあっては特に大規揆なものではない。潤査は

一部に限られたが、弥生中期の埋葬、古項前期の方形閲溝廷と溝、そして主体を占めるのが古

坑終末～平安初の竪穴住居を中心とする集落跡である。周囲の地形から推して、おそらく遺跡

全体についてみても同様な時期によって特徴づけられるものであろう。抽比 ・荻野丘陵は古墳

時代においては佐賀平野東部の有力な古墳分布地域の一つである。日岸田遺跡の東南方丘陵上

には県下でも代表的な前期古墳である赤坂前方後方瑣、後期になって剣塚、岡寺、庚申堂塚と

いった前方後円墳が造られている。また弥生時代に遡っては、本遺跡の束方約0.5kmlこ銅鐸鋳型

の出土で有名な安永田遺跡がある。

今回の調査はエ可計画区に沿って幅約50m長さ約240mの範囲について行った。ただし、その

問、エ事とある程度競合せざるをえなかったため、面的な調査に先立って調査区を南北に通過

する導水管埋設部のみの調査を先行するなど、困難な条件下での作業となった。最終的に整図

によって遺構の分布状況の全容を知ることになったが、ここでは調査の経過をある程度考慮し、

Fig.229 発掘区位臥図 (I/2500) 
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I. 遺跡の概要

便宜上 1区 ・II区・Ill区に分けることにする (Fig.229)。

全体の分布を概蜆すると、まず 1区では束南隅で弥生中期の甕棺廷7碁を検出した。群と し

ては潤査区をこえてさほど拡がるとも思えず、本来小規模なものであろう．近接して祭祀に関

係する可能性のある並行時期の土填 1基を検出した。西北部では平安期かとみられる方形竪穴

住居跡が 1基存在するが、これはII区東北部の住居群と一群をなすものである(Fig.230)。その

他、浅く残存する掘込みは多いが、時期、性格とも不明で、遺構と認めがたい。

11区では東北隅1こ古墳時代終末～奈良時代 (7世紀後半~8世紀）の竪穴住居跡 6棟、掘立

柱建物跡2棟が集中 しており、その拡がりはさらに調査区の北側に続く様相を示す (Fig.

231)。残存が浅いため不明な点が多い。切り合が多く、また方位も一定せず、時期別の配祖状

況を知りうるものではない。ただ掘立柱建物跡のうちS8008南北棟は 5間X4間の大形で、し

かも柱穴掘形が方形を荘本としている点、烏栖地区におけるこの種の建物跡としては珍しい。

1点のみ布目瓦片が採集されていることから、瓦蘇であった可能性がある。このII区束北部で

は他に並行期の土墳4基を検出した。 LI区西部では古墳時代末期の方形竪穴住居跡2基と土填

1碁があるが、先の一群とは約40m離れており、 むしろID区の住居群と一群をなすとみるぺき
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日岸田遺跡

であろう。 II区で最も注目されるのは東酎隅で検出したST002方形周溝廷の存在である。 1辺

約23mと大形で、為栖地域における古墳文化伝播の先触れをなすものとして貨頂な資料といえ

る。時期は4世紀後半と推定される。なお、これを切るSDOOiは一見方形周溝廷のように見え

るが、 鎌倉期に降る性格不明の洞である。

Ill区では竪穴住居跡を中心に最も多くの遺構を検出した (Fig.231)。竪穴住居跡は1幼〖で、時

期の判明する限りでは古項時代末期～奈良時代 (7世紀後半~8世紀）を中心とし、全体とし

ては降っても平安時代初と推定する。いずれも中形あるいは小形の方形で、方位は時期によっ

ても必ずしも一定しないようである。このうち 2基が壁際にカマドを付設する。全体として削

平により残存状況が悪いため時期不明のものが多く、時期別の集落構成を明らかにしうるもの

ではないが、継続して営まれた巣落であろう。集路はなお調査区の面北両側に拡がる様相をみ

せる。並行する時期とみられる遺構は他に土壇9基がある。それ以外の時期では、．弥生後期と

みられる箱式石棺;fJ;I基、さらにII区のSD002方形周溝墓と同時期の溝SD041が古墳前期に

掘られている。 SD030溝も古墳前期の可能性がつよい。また、南端のSX039は井戸状にみえ

るが性格不明の鎌な期の遺構である。

以上、今回の調査で検出した遺構は、 1区~Ill区までを通して弥生時代まで甕棺慕7基 ・箱

式石棺墓 1 基 • 土墳 1 基、古墳前期では方形周溝廷 1 基 ・ 溝 1 条または 2 条、 古坑末期～平安

初では推定を含めて竪穴住居跡21棟 ・掘立柱建物跡2棟 ・土填13碁、 鎌倉期では溝 1条 ・不明

遺構 1基となり 、その主体が古墳末期～平安初の集落であることを知りうる。遺構一覧はTab.

36に示すとおりである。

関連するであろう近辺の遺跡をみると、日岸田遺跡束方約300mの段丘上には荻野遺跡があ

り、やはり横断道関連で閲査を行った。ここでは弥生前期末～中期初の甕棺墓4基、弥生中期

の竪穴住居跡2棟、後期の石棺墓2基、古項時代末期～奈良時代の竪穴住居跡1棟、横穴式石

室古隕2基等を検出しており、すなわち日岸田遺跡と似た様相を示している。おそらく、この

地区では、小集団が分散する形で、断続的ながら並行するように集落を営んだことを物語るも

のであろう。日は田遺跡の場合も、近接して弥生中期および古坑前期の生活跡が存在する bの

と予想する。

最も注目される II区のST002方形周溝墓に関しては、瓜栖地域では他に本川原方形周溝廷が

2基知られる。ただしST002に比べると 1号が1辺約20mと一回り小さく、 2弓は 1辺約Sm

にすぎない。この地域における古攻文化初期の様相は必ずしも明らかでないが、これらと近接

した時期の赤坂古墳が小形の前方後方坑として始まっている点に注意する必要があろう。なお、

佐賀平野の方形周溝墓は、同系統の方形墳まで含めて16基ほど知られるが、その中でも ST002 

は大形の部類に入る。他の類例からみて主体部は箱式石棺墓であった可能性が高い。

-330-



Y-45. 祁O

I 
Y-45,540 

I 
Y -45.500 

I 
fヽ 4 5 4 6 。

i
 

X43. 740 

ll区

III区 ----- _ _  .,--7一・
I'  
I I 

$ i<-04" ___  _ 

ー囀二,.. 
S 804、

s I(辱
5
 

，

．

ー

5ー

L
'
．

l
L
卜

t
咋
S屯

↓

0
 

8

B
 

I
 

•• 

、0
0
O
s-

一一
一/.l 

•• 
... 

．
 

:＼
ゞ
・ヽ1

9
9

。•
K
O
i
g
。
•

•. 

i
s

.
 

．
 

．
 

．
 

＼
、

＼
、

X43, 700 

゜
~ 8049' 

~ 
ご゜〗~'。ここ'-·~-----~------·

<\

ロン．． 、．`

ヽ

゜
i • I 

i 

＇ 

9
1
9
9
9
1
9
9
 

＇ 

1
1
1
9
1
1
 

,＇ 

9
1
,

＇ 

゜•• •• ， ． 

．
 

‘’ 

Cl ．、一-- 、一ー、

-—• →一- ｀ 

0 
S K005 

＼， 

¥
，
¥
'
＼
-J_ 

Fig. 231 I]区 ・Ill区遺構分布図 (1/400) 

-331~332-



I. 遺跡の概要

Tab.36 遺構一覧表

発闊区 遺構喬号 檀 別 形 鬱 規 慎 m 時 期 摘 賽

1区 S 8064 竪穴住 万 形 2.9X2.85 平安か 州墜にカマド、北辺やや広い。

SK磁 土 墳 惰 円形 3.1 X2.2 填窮中央1こ諫敷．

SJ 066 史 棺翫 合口式 慕塙1.JX0.7 弥生中期·~頃 小児帽． 主軸N70ヽV

SJ 067 ” 11 II }.7Xl.3(撞定） “中期中田 主輪N61"E

SJ 0蒻 ” ＂ • 1.oxo.s 1• > ＂中期中頃 小児棺． 主軸N<rE

SJ畷 ” ＂ • 2.IX I.I ( •) • 中期前半 主輪:-l<TE

S)070 
＂ 

II II 1.SXI.I (11} ”中期中頃 主鞄Nl32"¥V

SJ 071 II ＂査接口 • 2.3><1.3 ( • ) ＂ 中期1l1lキ 主軸NSO"E

SJ 072 JI 上下甕雙口 • uxo.1 “中期中頃 主輸N21'E

S K073 土 填 Pl 彩 tl約z., ＂中期中頃 祭祀関係遺構か．土淵片出土．

JI区 $0001 溝 潟日か 北辺長36..、 講蝙約t.O 中世 ST002を切る.fl! 開不明．

STOOZ 万形胃爾ヽ 方 彩 2,.ox22.~. 溝幅約1.9 古墳前期 東北一西隋軸NSTE

S 8003 竪幽 ガ 形 か 古墳末期 t往 '*、璧削平．

S K005 土 填 惰 円影 l.6X l.0 染只 二穀帖り．

S 8007 舅 往 2111<1罠 5,24X3.32 柱呈影,1ヽ円形．

S8008 “ 5111'41111 6.93X4.98 寄只 柱癌形不lll方形．西1111欠失．

SK009 土 壇 円 形 Z.OXl.8 古墳末期 墳 に小穴. S BOISとりJ合う。

SKOIO ” ” l,6Xl.4 公良 ＂ 

SBOII 竪穴住 万影か S BOISと切り合う．先後不明．

SK013 土 墳 円 形 2.6X2.3 古墳末期 填 引に小土填．

S 801, 竪穴住屈 万 形 J.3X3.4 床面を他の土填に11/.される．

SBOIS ” 万形か aX4.0 後S不BO明Ii．• S K009と切り合う．先

S8016 ” ” $ BOIiと切り合う。先後不明。

S6017 ” 員方形 6.0+ax5.2 古項末Ill! 氏面itlllに一郡燒土が景る．

S 8018 ” 7i 影 -4,5X4,7 古墳末期か
主往4 本．東壁際に1i彰ピッ~.
北翌際に燒土．

S KOl9 土 墳 帽 円影 2.0Xl.6 古墳末期 墳 に土填．
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日肖田遺跡

発掘区 遺構番号 穫 別 形 鱈 規 桟 m 約 期 檎 嬰

Ill区 SD匹 溝 阿北溝 幅1.7 箱研粧り．

S 8031 竪穴住屈 万 形 ... 2X4.l 古禎末閉 物主柱． 4本．ぽIii上に部分的に炭化

SB四 “ 
II 5.1 x,.s 菜良 主往4本.~t棗部に燒±.

SC033 石償墓 ぶ 式 畏0.6+a、1110.35 紐後期か 隋N半llf分eをSK034に切られる．

S K03' 土 珊 不璽Ill円杉 2,6X2.2 古墳＊期 壕底平坦

SK砥 “ r1 影 3.1X2.S 古墳末期 墳 1!!1凸

SKO必 “ 鼠丸員万形 1.4 X0.95 墳 平坦

S B037 竪住 “ 2.1X3.3 古墳末期 小壁Illに~カ埋土中に土唇片多し・東北
マド．

SX田9 不 明 方 影 3.3l<2,9 平安か 填肝讀敷．雨鋼に過鯰伸びる．

S 80<0 竪穴住給 II .ヽ35X4.4 古墳末期 主往4本．暉上に土器散る．

SD041 溝 東百斜講 幅1.2 古墳約閉 涵藁研磁り。

S 8042 竪穴住居 方形か 3.4X3.0+tr Tl! 隅欠失．

S R0<3 “ ＂ axヽ，6 鷺bずかに一郷残＃．

S BOヽヽ ” 方 形 3.6SXa 古墳末期 北壁にカマド。

S KO.S 土 墳 惰円形 古墳末期 西鋼に向って深い．

SK046 “ 長方彩 1.SXl.1 奈良か 北雙やや綬く立 らトがる。

S 8041 竪穴住店 方 影 aX3.9 古墳末期 東東北壁隅際わに焼ず土か。に残る．

S B048 II 万形か 3,5Xa 内働Ill平．

S 8049 “ II 東北隅のみ残存．

S K050 土 填 11 形 1,9X2.0 平安 SD041を切る．完影土器出土．

S KOS2 ” 円 影 1.SXU 奈良 不整形．鉄製訪饒寧出土．

S KDSJ “ 惰 円影 l.8Xl.3 奈良 填 平坦

S BOS《 竪穴住居 隅丸万影 2.85X2.4+a 古墳末期 小型.SDい1を切る。

58臨 ” “ 3,3X2.3+a Jヽ屯む東1111欠矢．

SK058 土 填 長万形 l.7Xl.2 填底平坦．
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II. 遺構

II. 遺構

1. 弥生時代

1区の東南隅で甕棺甚7基と土墳 1基を検出したほか、 m区で石棺廷 l基を検出した。検出

中に生活土器片も採集しており、他に住~居跡等があった可能性はあるが、 全体の削平もあって

明らかでない。 甕棺墓7基は集中しながらも甕本体の切合いはなく 、中期中頃を中心に継起的

に埋められたものである。群としてはさらに附側にやや拡がるかと思われるが、いずれにせよ

あまり大きな群を成すことはなかろう。これらの秘群に隣接する土填 1基は祭祀行為に関係す

る廃棄填等の可能性が考えられる。また111区の石棺墓 l基は後期と推定され、 1基のみ巣独で

存在しており、他逍構との関係は不明である。

(1)土壇

S K073土塙 1基がある (Fig.232)。7基の甕棺に囲まれるような位濾にあり、茎地に関わる

祭祀行為に関係するかと推定する。時期は中期中頃で、 甕棺群の主体時期とも並行する。 埋土

中位から甕3個体分以上と花岡岩疎が投げ込まれたような状態で出土した。

，
 

'~、｀翌 47.0m 

Fig.232 S K073土壌 (l/40) 

゜
2m 
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日岸田遺跡

(2) 石棺墓・甕棺墓

Ill区のSC033石棺廷は 1基のみ単独出土である．時期は後期の可能性がつよく 、1区甕棺墓

群との関係も考えにくいので、遺跡の中での位骰づけは不明である。

1 区の甕棺~7碁の配穀をみると (Fig.230) 、 S J 066のみ主軸が東西方向にあり、南北方向

または東北ー西南方向にある他の6荘と異なる。ただし時期は一群のものであり、また近接し

ており、同一グループどみてよいであろう。 7基のうち、とくにSJ067~$ J 071の5基は成

人棺2基と小児棺3基が甕棺本体が相接するほどに密集して埋められており 、密接な血縁関係

を推定せしめるものである。しかも廷填は著しく切合いながらも甕棺本体を傷めることなく埋

硲されている状況からは、あまり時間を図かず継起的に埋められたことが推定される。

埋貨方法は成人棺3基、小児棺 4碁のいずれも合せ口式で、このうち小児棺SJ066・SJ

068・S J 069・S J 070は生活土器を使用、成人棺SJ067は屯用棺を下甕にして生活土器を上

甕とする点で特異である。また成人棺SJ071は専用」；蓋を用い、SJ072のみ大形甕2個を合

せている。埋四角度はSJ066のみ若干、上甕を高くするが、他は基本的に水平埋低といってよ

ぃ．廷墳は切り合いにより掘形不詳のものが多いが、小児棺の場合、碁本的に平面楕円形で塙

底は平坦である。成人棺では平面楕円形または限丸長方形で、 SJ071は壌底やや斜めに、SJ

067・SJ 070は甕棺部のみ填底をさらに掘り込んでいる。いずれも直にちか く掘り下げ、横穴

邪等はみられない。全体に粘土目張りもなく 簡素なっくりである。

副葬品は出土しなかった。時期はSJ069のみ中期前半、他6基は中期中頃である。

47 .Sm 0 

S C033 
形態 箱式石棺廷
規模 墓墳一長I.Im以上．幅1.lm

石棺ー長0.6m以上．籍0.35m
特徴 査石欠失。身も南側をSB032 

に削られ、残存部も破壊が芳
しい。石材は花闘岩自然石を
横長に捉えて用いる。廷墳は
隅丸長方形で、 墳底をそのま
ま棺床とする。頭位が北とす
れば主軸方位N28'E.

lm 

Fig.233 S C033石棺砧 (l/20) 
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II. 遺構

S J066 

｀`
 

□ Sm 

s」066
形態 合口式（接口） 甕棺某

規模 廷塙 l.3mx0.7m
棺長 0.8m

頭位 N70'¥V 仰角20・
特徴 小児棺。上甕は上面が破

壊され、下甕も上面が割
れて落ち込んでいた。下

甕は塙底に摺える。墓墳

は楕円形で冦に掘り込み、

墳は平坦ながら西OOや
や上がる。

、4

SJ 067 

形態 合口式（接口） 吏棺基
規模 廷墳 l.7mXl.3m(推定）

棺長 1.2m 
頭位 NGl'E 
特徴 SJ 071と並び近接した

時期にあるが、先後不明、
下甕に尊用棺、上甕に小

形甕を使用し、ほぼ水平

に拒えつける。墓墳は大
きめの惰円形とみられる

が、切り合いにより形状

不明確．

Im 

Fig.234 S J 066• S J 067甕棺ぶ (I/20) 

-337-



日,1!1B遺跡

s J畷 ✓ 

杢 47.0m

s」068

形態 合口式（接口） 甕棺秘

規模 荘墳長 I.Om.棺長 0.85m
頭位 N4iE 
特徴 小児棺。棺は墳底からやや浮いて

水平埋匠．楕円形墓墳でSJ069と
切り合う。 上而破壊。

S J069 
形態 合口式（接口） 甕棺墓

規模 廷墳 2.lmXl.lm(推定）

棺長 1.7m 
頭位 N4TE 
特徴 涵墳1が賃底をさ らに掘り込み、下

甕をやや深く鋸えつける。 上面破

壊。

✓ 

47.0m 

。
Im 

Fig.235 SJ臨 ・SJ069甕棺1,l;(1/20) 
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S J070 II. 遺 構
’’ ＼ 

／
 

S J070 
形態 合口式（接口）更棺萩

ー 規模 秘填幅 I.Im,棺長 0.7m
頭位 Nl32'W 
特徴 ，Jヽ児棺．棺は小形甕を使用し、墳底

にほぽ水平に据えつける。楕円形

廷墳でSJ069と切り合う。

$ J071 
形態 有返式（接口）甕棺墓
規模 廷墳 2.3mx1.3m (推定）

棺長 1.45m 
頭位 NSO'E, 仰角 5'

特徴 専用蕊使用。基填は惰円形とみら

れるが、切合いのため不明確。墳底

は東側やや上がる．

／
 

．．． 

＼ 

47.0m 

゜I'' 
Fig.236 S J 070・S J 071甕棺墓{l /20) 

Im 
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s」072
形態 合口式（接口）甕棺甚
規模 墓填 l.2mXO.7m 

棺長 0.8m 
頭位 N21'£, 仰角 5'
特徴 上・下と6小型甕を使用し、墳

底をやや彫り＜ぽめて捉え付
ける。秘塙はやや不整の惰Pl
形．

。
0.5m 

Fig.237 S J 072甕棺ぶ (I/20) 

2. 古墳時代前期

古項時代では竪穴住居跡8棟以上、土壌6基以上、方形周溝墓 1基、溝 1条を検出した。こ

のうち方形周溝碁 1基ST002と溝 1条S0041は古憤前期の遺構で、他はすぺて古ぼ時代末期

7世紀に降るものである。したがって、その間には相当な時問的空白があり、遺跡としての継

絨性は考えられない。出土遺物の点においても同様である。 7世紀に降る遺構では大部分は竪

穴式住居跡であるが、これらは今回検出した遺構の主体を占める奈良 • 平安時代の住居群にそ

のまま続くものであるので後に一括し、ここでは古墳前期の遺構のみとりあげる。

(1) 方形周溝墓

U区の東南隅でST002を1基のみ検出した(Fig.238)。これを切る SDOOiは鎌倉時代の性格

不明な溝であり、両者の直接的な関係はない。 ST002方形周溝墓は少なく とも調査区内におい

ては単独で存在しており、南側の調査区外に別の存在が考えられなくもないが、その東西には

見つかっていない。また北側には古墳末期以降の遺構群がこれを避けるかのように集中してい

ることからみて、当時まだ前期の甜域が意識されていたとすれば、別の方形周溝墓が北に拡が

る可能性は少ないであろう。いずれにせよ、多くが群在すると いった状況を窺わせない。

ST002の特徴についてみると、主軸は仮に地形傾斜上方を頭位とすれば北東ー西南にあり、

N57'Eとなる。規揆は各々溝外側の中心線で測って北束ー南西24m、北西ー南東22.5m、した

がって北東ー西南方向にやや長い。ただし規揆からいえば、ほぼ正方形を意識して造られたも

のとしてよいであろう。なお、溝の内外で測ると20.3mxl8.9mである．溝は断面が箱藁研掘
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白褐色砂質土
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暗褐色砂質土
砂混褐色土
砂滋暗褐色土
褐色土

白褐色砂灯土
灰褐色砂費土
砂混褐色土

。
2m  

Fig.238 ST002方形周溝墓 (1/ 250• 1 /50) 
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日岸田遺跡

りを呈す。検出面で測って幅1.9m~2.2m、平均的には2m前後、深さは約0.6mである。付近

の竪穴住居跡等の削平状況からは、これより0.5m程度は旧地表は高かったであろ うと推定さ

れるので、復元すれば幅3m前後、深さ 1m前後となる。掘形は溝底を平坦にし、両壁は基本

的に45•あるいはそれ以上やや急に掘り込んでいる。なお溝底のレペル比較では全体に北隅から

南限に向かって低くなる。埋土は褐色土や砂がレンズ状の自然な堆積を示している。

溝内からは土師器が比較的多く出土した。ただし大部分は埋土中位から、しかも破片での出

土であり (PL.132)、溝内に元々旺かれてあったとは考えにくい。おそらく溝が埋没してゆく途

中で、墓域内に供献されてあった土器が転落したものであろう。出土位校は、とくに部分的な

集中をみせるといったほどのものではない。器種には二頂口縁壺、甕、鉢、器台、高坪などが

みられる。

主体部は残存せず、項丘があったかどうかについても不明である。

(2) 溝

Ill区北東隅を斜めに横切ってS0041溝J条がある。幅は検出面でI.2m~l.8m、平均I.Sm、

深さ約0.5mで、溝庭レペルはわずかながら北西方向に下る。 11区にその続きがみられないのは

削平によるものであろう。掘形断而は箱藁研掘りである。時期はST002方形周溝墓と同時期の

古墳前期である．

3. 古墳時代末期および奈良 • 平安時代

古墳時代末期とした 7世紀の遺構として竪穴住居跡 9 棟、 土壕 6 碁、奈良 • 平安時代の遺構

として竪穴住居跡 1棟、掘立柱建物跡2棟、土墳6基、性格不明遺構 1甚がある。時期不明の

竪穴住居跡 ・土墳も大部分この時期であろう。集落としての継続性から、 一括してとりあげる。

(1) 竪穴住居跡・掘立柱建物跡

調査区内では、およそ2群に分かれる。一つはII区北束隅から 1区北側にかけて、もう一つ

はIll区からU区西側にかけてである。前者に含まれる 2棟の掘立柱建物のうち、 S8008は柱掘

形が方形を基本とし比較的大形である。布目瓦片が表採されている点からみて、瓦葺きの可能

性がある。後者の群は比較的密集し、なお北側に拡がる様相をみせる。主軸方位は地形傾斜に

合わせて北東ー西南方向、南ー北方向が多く 、時期差に関係するとみられる。稀9こ北西ー東南

方向のものなどがある。

竪穴住居跡はほ とんどが方形で、一辺3m前後から Sm前後、 全体に小形である。削平のた

め詳細がわかる例は少ない。そのうちカマドを付設するものは3基である。
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A
 

II. 遺 構

S 8064 
形態 方形
規槙 2.9mX2. 邸m

特徴 北束既がやや外に張り

出し不整形。隋壁中央
に弧状の張り出しがあ

り、焼土がつまってい
た。カマドにあたる嫡

設か。柱穴不明。時期

は8世紀か。

゜49.9m 乏

I 

◎ S B016 ｀ ＼ 

＼ 

49.0m コ―
「

E
 
o

·6
~ 

S 8011 
形態 方形か

規模 西辺2.2m以上

特徴 西壁一部のみ浅く残存．
詳細不明。

S 8015 
形懇 方形か
頬模 aX4.0m 
特徴 南側のみ浅く残存.s 

8011・S K009と切り

合うが、先後不明。

S 8016 
形態 方形か

規模 不明
特徴 削平のため西南隅のみ

浅く残存。S8011と切
り合うが、先後不明．

。
4 m 

Fig.239 S B064 • S BOIi• S B015• S B016竪穴住居跡 (I/80) 
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日岸田遺跡

.i
 

lll0
'6t 

$ 8014 
形態 方形

規模 3.3mX3.4m 
特徴 小形竪穴。住穴不

明。 JI!崩隅の掘り

込みは別遺構 と

みられる。

S8017 

゜゚

J
’
 

゜

。
0

|

 ゚

u10
・6
t
;
;
J
 

ヽ

$ B017 
形態 長方形

規模 5.2mX6.0m以

上
特徴 唯一の長方形住

居跡。西側に一部

焼土が散る。往

穴、炉等不明．

洞、 土墳に荒らさ

れている。時期は

1世紀。

~m 

Fig.240 S 8014・S 8017竪穴住居跡 (I/80) 
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II. 遺 構
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S B018 
形恕 方形
規模 4.5mX4.7m 
特徴 浅く残存。柱穴は 4本

で深さ約30cm。北壁中

央に焼土が残るのはカ
マドに関係するものか．

東壁際に楕円形掘込み

あり。時期は7世紀か。

E
O
O
.
L
V
 

S 8031 

形態 方形
蜆摸 ,1.2mX4.lm 
特徴 浅く残存。柱穴は 4本

で深さ約30cm.東南隅

の方形掘り込みは付属

施設とみられる。中央

に惰円形の炉があり焼

土がつま り、床面上に
は部分的に炭化物が散

る。時期は7世紀。

＝ s:::!: 竺 ｀ 
47.8m 

。
4 m 

Fig.241 S B018・S B031竪穴住居跡 (I/80) 
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S B032 
形態 方形
規模 5. lmX4.5m 
特徴 柱穴は 4本で深さ約30

cm。北壁中央のカマド

面限基部が残存し焼土

がつまる。また床面に

部分的に炭化物が散る。

西側は一祁を SK035 
に切られる。時期は奈

良時代。

S B040 
形態 方形

規摸 4.35mX4.4m
特徴 柱穴は4本で、深さ約

40cm。中央に深さ 10cm
程度の浅い不整形掘込

みがある。床面上には

土器片が散っていたが、

生活の様相を窯い知る

ものではない。S00-11 
の上に乗る。時期は7
世紀。

三 ~ こ 48.5m

゜
4m 

f'ig.242 S B032・S 8040竪穴住届粉 (I/80) 
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S 8037 

II. 遺 構

S B037 
形態 方形

規模 2.7mX3.3m 
特徴 小形竪穴。隅丸で東悶やや

張り出す。東北壁際中央に

カマド付設。床面から約10
cm浮いて土器片多数が出土

した。時期は 7世紀．

＝ F .§ 一―→
47.Sm 唸. 

S 8042 I 

戸

~ 
S 8042 

゜
/ 形態 方形か

゜
環模 3.4mX3.0m(+a) 

of) 
特徴 北隅を欠失し、浅く残存す

,,., る。註穴不明。

◎ 
~ヽ

＝＝＼ 
一

S 8043 

S 8043 

形慇 方形

蜆槙 4.6mXa
特徴 函附側を欠失し、浅く残存

する。柱穴不明。

48.9m 

。
m 

Fig.243 S B037・S B042・S B043竪穴住居跡 (I/80) 
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49.0m 

SB四

形態 力形
規模 3.65inX≪ 
特徴 西附遺を欠失する。西北限に

方形の弘り出しがあり、焼土
がつまっていた。カマドにあ

たる施設とみられる。時期は

8世紀か。

◎ 

・.. •. 

~ 百蕊至主ニ

E
s
.oob 

S B047 
形態 方形
規模 3.9mXa
特徴 東北隅のみ残存、西北隅は浅

くわずかに残る。東北際に一

部焼土あり。床面からやや浮

いて土器片多く出土。時期は

7世紀か．

48.5m 

も

‘ 
． 

6 :-

夕

EOO.up 
，
 

，
 

＇ 

$ 8048 
形態 方形か
規模 3.5mXa
特徴 西側を欠失する。北壁際に焼

土が一部残るが荒らされてい

て関係不明。

47.Sm 。
4 m 

Fig.244 S 8044・S 8047・S 8048竪穴住居跡 (I/80) 
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S B049 

,
 

E
 
o

·s~ 

S B049 

形態 方形か

頬模 不明

特徴 東辺と北辺の一部が没く残

る。北壁際に一部焼土が散

る。

S 8054 

E
s
.
8マ

ヽ S 8054 
形慈 隅丸方形

規模 2.85mX2.4m(+a) 
特徴 小形堅穴。 S0041より後出

するが、西南憫の検出困難。

柱穴等不明。時期は 7世紀。

E
g
.ooマ

S 8055 
形態 隅丸方形

規模 3.3mX2.3m(+a) 

特徴 不整形な小形竪穴。東側を

欠失する。柱穴芍不明。

4 m 

Fig.245 S B049・S Bos,1・S 8055竪穴住居跡 (l/80) 
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S 8007 

/ 

◎゚ 

: 
S 8008 

形態 5間X4間南北棟

蜆模 6.93mX4.98m 
（柱間桁4.6尺、梁3.1尺）

特徴 西鋼柱列は削平により不明。

柱掘形は基本的に方形で、

約3知nの深さで残存する。

Jl(llll柱列の断面からみて、

柱は抜き取られていると考

えられ、柱径不明。

S 9007 
形態 2間XI間
規模 5.24mX3.32m 

（柱間桁8.8尺、稟1.1尺）

特徴 真北に対し斜行。柱掘形は

小形円形で、径約20cm、深さ

約30cm.
4 m 

Fig.246 S B007・S B008掘立柱建物跡 (I/80) 
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II. 遺構

(2) 土墳

遺跡全体の削平が宅しいため、遺構がどうか判別に苦しむ浅い掘り込みが多い。ここでは掘

形が明らかな14某を遺構として図示する (Fig.247~251)。時期は 7~8世紀が中心と推定さ

れ、形状は方形や円形、桁円形と様々で土墳甚を含むと思われるが、散在しており性格は不明。

S KOOS ／
’
 ｀ 

三 47.Sm

49.0m 

量~

゜

$ KOOS 
形態惰円形
規槙 l.6mXI.Om 
特徴 二段掘り。 上段は壁を直に捉り下げ、下段

は墳底中央を鍋庭状に掘り込む。埋土中か
ら土器若干出土。時期は8世紀。

S K009 
形態 円形
規模 2.0mXl.8m 
特徴 南撲は直に、他はやや斜めに掘り込む。 墳

底は平坦で、ほぼ中央に不整形な小墳を深
さ約20cm掘り込む。時期は 7世紀。

S KOIO 
形態 円形
鰻欄 l.6mX1.4m 

47.0m 特徴 形態はSK009に似る。北壁は直に、他はや
や斜めに掘り込み、平坦な墳底のほぼ中央
に深さ約15cmの小墳を掘り込む。時期は 7
世紀。

。
2 m 

Fig.247 S KOOS・S K009• S KOlO土墳 (J/40) 
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二 g 48.5m 
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S K065 
形態 楕円形

規摸 3.lmX2.2m 
特徴 ］区甕棺墓群の南西脇に

あるが、土的器とみられ

る土器片が出土しており、

7世紀以降と推定される．

やや不整形で、墳底には、

l.8mx0.8m程の範囲で

小礫敷があり、埋葬遺構

の可能性がつよい。

二

S K034 
形態不整楕円形

規模 2.6mX2.2m 
特徴 南壁は弧状、北壁で角ば

る。壁は直にちかく怠に

掘られ、墳底はほぼ平坦。

北東隅墳底より土器出土。
時期は 1世紀。

2m 

Fig.248 S K065・S K034土墳 (1/40) 
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II. 遺構

S K035 
形態惰円形
環模 3. lmX2,5m 
特徴 全体に整っているが、北側

がやや張り出し、墳麻は凹

凸が苓しい。黄褐色土つま

る。時期は 7世紀。

~47.5m 

S K045 

A
 

$ K045 
形態惰円形

規模 不明
特徴東北隅は調査区外。全体に

東側から西側に向かって深

く段々に掘り込まれている。

時期は7世紀。

48.5m 

゜
2m 

Fig.249 S K035・S K0,15土墳 (I/40) 
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S K036 ヽ

~ 二言47.0m

S K036 

形態 隅丸長方形
規模 l.4mX0.95m 

特徴 両短辺のうち西北辺に向けてやや広
くなる。墜はやや急に掘り下げ、墳底

は平坦。廷填の可能性がつよいが、時

期等不明。

S K046 

ヽ

~.,,m 

S KOSO 

ー

SKい6

形態 只方形
規槙 J.5mXI.Jm 

特徴 両短辺のうち南辺に向ってやや広く

なり、かつ深い。埋土は上から屈色

土、灰褐色土、真砂土が自然な堆積を

示す。時期は奈良時代か。

S KOSO 

形態 方形
頬槙 l.9mX2.0m 

特徴 S0041溝 （古墳前期）埋土上に掘り
込まれている。壁はほぽ直で、 墳底は

平坦。墳底から甕と坪が出土した。時
期は9世紀に下る．

三 49.0m

゜
2m  

Fig.250 S K036 • S K046 • S KOSO土墳 (I/40) 
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U. 遺構

／
 

S K052 

一 ~ 
圧48.Sm

3-. 圧7.SJ

S K019 

｀ 

S K052 
形態楕円形

規模 l.5mx 1.4m 
特 SK053と接しており、同時

期か。やや不整形で墳底ほ

ぼ平坦。鉄製紡錘車出土．時

期は8世紀。

S K053 
形態楕円形

規模 l.8mXl.3m 
特徴墳底はほぼ平坦。時期は 8

世紀．

S KOSS 
形態 長方形

規撰 I. 7mX 1.2m 
特徴填底は平坦。西北堡やや張

り出す．

SK019 
形態 惰円形

規模 2.0mXJ.6m
特徴 S KOIOと似る。墳底のほぼ

中央に深さ約15cmの小墳を

掘り込み、小礫2個があっ

た。土器片は墳底小墳から

やや浮いて出土。雨側の小

土墳を切る。時期は 7世紀．

2 m 

Fig.251 S K052・S K053・S K058・ S K019土墳 (I/40) 
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(3) その他の遺構

Ill区の南辺で大形の方形掘込みに長い通路を付設する遺構を検出した(Fig.252)。時期は埋土

中の遺物から平安時代と推定する。方形掘込みは 1辺約 6mと大形で残存深約0.6m。2段に掘

り込まれ、下段填底には約0.9m四方で花尚岩礫を方形に敷きつめている。また上段には、図面

では示していないが、やはり花閾岩礫を啓状に敷き回してあった(PL.141)。これに続く通路は

方形部と上面は同じ幅で下端は狭まって東南方向に曲がりながら6.Sm以上伸びるが、底位が

南側に向かって上がるため途中から狭くなって潤究区外に梢える。平面形でみれば井戸を思わ

せる。しかしながら方形部と通路邪との底面のレペルが連続しており、その可能性はなく、性

格については不明としておくほかない。

I E

O

.

u

v

,

 

、、三 47.0m

。
4 m 

Fig.252 S X039遺構 (1/80)
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Ill. 遺物

遺構の多寡に応じて、大半は古墳時代末期から奈良• 平安期のものである。

縄文時代では石器 1点のみ、弥生時代では 1区の甕棺墓7基のほか祭祀土器片等が若干ある。

古項時代に入ると、前期のST002方形周溝墓と SD041溝から土師器がまとまって出土してい

る。今回調査の主体を占める古墳時代末期(7 世紀）から奈良•平安時代については継続した集

落群を形成するものであることから、出土品も一括して述べることにする。ほとんど土器類で

ある。そのほか、中世鎌倉時代のSDOOi溝から出土した土器等が若干ある。

1. 縄文時代

サヌカイト製の石匙1点がSK037から出土したほか、早期の押形文土器片を数点採集した1こ

とどまる。点数がごく少なく、また土器片も爵滅した細片であるので、ここではあえて図示し

ないでおく。

2. 弥生時代

1区南東隅1こ一群をなす堕棺墓7基のほか、検出面から若干の生活土器破片はあるが住居跡

等の帰属遺構の存在は不明である。特殊なものとして、 SK073から中器中頃の甕が投棄された

ような状態で埋土中から出土しており、精製甕片も含まれることから祭祀行為に関る土器の可

能性がある。ただし明確でなく黛も少ないので、ここでは甕棺7基のみを固示しておく。時期

は弥生中期前半から中期中頃に限られる。

(l) 甕棺墓

SJ 066~S J 072の7基が出土した。すべて合せ口式である。

このうちSJ066・S J 068・S J 070・S J 072の4茎 (F'ig.253-1 ~ 8)は小児棺で、生活

用甕をそれぞれ2個ずつ合わせて使用している。いずれも口緑部は基本的に上面が平坦なL字

形をなし、外端は丸味をもち、内端は胴部上位がつよく内傾するのに同調して鋭い稜をもつ。

胴部下位は底部付近がつよくしまる。 3のみ器高46anと大形で口縁下に断面三角突帯を廻らす

のに対し、他は器高35~40cmで突布をもたない。 4基とも時期は須玖式に属す。

S J 067・S J 069 (F'ig.254-9 ~ 12)とSJ 071 (F'ig.255- 13 • 14)は成人棺。 SJ067の場

合は生活土器9を上甕に当てる。下甕10は胴部中位がつよく張って 2条の三角突布を廻らせ、

上位がつよくしまる。時期は須玖式にぼかれよう。 SJ069は11•12 とも口緑部が内側につよく

突出して上面は外側に下がる特徴をもつ。また胴部やや下位に 1条または 2条の三角突布を廻

らせ、底部付近がしまる。今回検出した1基のうちでは最も古く、唯一汲田式に含められよう。

SJ 071は鉢形の専用上甕を蛮とし、下甕は器高 lmを越す大形甕を使用する。下甕14でみる

と、口緑部はT字形でその下と胴部に各2条の三角突帯を廻らせ、内外面ともよくナデてtl:J:

げられている。時期は須玖式に属す。
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s」066

S JOJO 

s」072

上甕 口外径 33.9cm
1 胴径 30.8cm

器高 37.2.cm 
明茶褐色で黒斑．砂粒多

下 口外径 33.7cm
2 胴 径 31.3cm

器 i¥li 38.5cm 
明褐色で砂粒多

上甕 口外径 36.0an
3 胴 径 34.9匹

器高 46.0cm
明褐色で黒斑．砂粒やや多

下甕 口外径 31.lcn
4 胴 径 27.9cm 

器高 36.1cm
明茶褐色で黒砥砂粒多

上甕 口外径 33.0cm
5 胴径 30.1cm

器高 36.5cm
明茶褐色で砂粒を含む

下甕 口外径 32.0cm
6 胴 径 27.Scm 

器高 35.8an
明茶褐色で黒斑．砂粒多

上甕 口外径 32.8cm
7 胴 径 31.5cm

器高 40.2cm
暗茶褐色で1,11斑．砂粒多

下甕 口外径 35.0cm
8 胴 径 32.San

器高 40.6cm
淡茶褐色で黒斑，砂粒多

O
・
 

40cm 

Fig.253 SJ066・SJ068・SJ070・SJ072甕棺 (I/10) 
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s」067 下史口外径 33.7cm 

上甕口外径 34.6cm
胴帝径 30.8cm 
器 ~39.8cm

胴帯径 56.0cm 
器硲 75.1cm
色悶茶褐色．黒斑
胎土砂粒多く含む

色調明茶褐色、黒斑
胎 土 砂粒多く含む

SJ 069 

11 

上甕 口外径 62.0cm 色調明褐色．焦斑
射布径 54.知胎土砂粒多
器 高 87.8cm 

゜

Ill. 遺 物

下甕 口外径 33.7cm 色調明褐色，烈斑
胴帯径 56.0cm 胎土砂粒多
器 j(1j 82.6an —4i 0cm 

Fig.254 SJ067・SJ069甕棺(I/10) 
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口外径 67.3cm 
器高 43.1cm
色調淡褐色
胎土砂粒多く含む

口外径 71.1四
胴帯径 74. 7cm 
器高 101.2cm
色調明茶褐色
胎 土砂粒多く含む

。
40cn 

Fig.255 SJ071甕棺(I/10) 
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3. 古墳時代前期

ST002方形周溝廷と S0041溝から、ほぼ同時期といえる土師器が比較的多く出土した。前者

は祭祀土器を主体とするが、後者にもそれらが多く含まれる。

(1)土師器

ST002方形周溝基出土の土師器は壺 ・甕・鉢・高坪・器台といった組成をなし、さ らにそれぞ

れの器種に若干のバラエティ ーがある (Fig.256)。まず壺は大型で口蘇がわずかに段をなす15

と、類部が直立して口縁部が2段で急にr,_つ16、それと小形丸底で頸部が綬く屈曲する18とが

ある。甕17は口緑部がやや内湾気味に開き胴邪が丸底で中位やや上に最大径をおく 。鉢には尖

底状丸底で口縁部が体部からそのまま続く 19と、やや浅く丸底の体部をもち口縁部が屈曲する

20~23の二植がある。器台は24の 1点のみ。受部は体部が直椋的に開き口縁部が薄く短く立つ。

高坪25~28のうち、 27は大形で筒部が棒状に伸び、弥生終末の特徴を残すものか。 29• 30は手

捏ね風の小鉢である。

S 0041溝出土の土師器には壺、 史、鉢、応坪、器台等があり、その内の変化は大きいが、一

括してとりあげる (Fig.257・2鵡）。まず甕からみると、 31~33は口緑部が屈曲して直線的に開

き、口唇内端ややめくれる。胴部は丸底とみられ、 33の場合は内面ヘラケズリ、外面は上位ヨ

コハケから下位タテハケにかわる。34は大形甕。 35~38はやや小形の甕で、 35~37は口緑部が

屈曲して内消気味あるいは直綜的に開き口唇部が内にめくれる。 39は小形甕。 40は壺底部を思

わせるが、小さな平底に焼成前の穿孔を施した甑である。鉢では42• 43が浅い丸底体部から口

縁部が1iil曲 して大きく開く薄手の精良品• 44~47はそれらよりやや深く、口縁部は屈曲し内誘

気味のものが多い。 48は二重口緑の特復を残す。 49はいわゆる小形丸底柑の良精品。 50~53は

台付甕または鉢の底部である。

壺には大形二頂口緑54・55、頸部がしまり 口縁部は二段1こ急に立つ56、直立頸部に口緑部が

平坦から明瞭な段をなして大きくIJII< 57・58、頸部がしまり口緑部が屈曲して念に立つ59、丸

庭長頸60・61の5種がみられる。 62・63の壺底部はいずれも小さな平底を残す。高坪には3種

があり、 64は坪部が平たく、 65は短かな筒部に鋸が大きく開く台部が付き、 66・67は台部裾が

屈曲して開く。器台68は脚部がストレートに窃く開く。

S T002方形周溝墓出土の土師器は佐賀平野東茄のこの地域における古瑣時代初期の様相を

もつものであり、布留2式に対覆されよう。近くの遺跡では烏栢市永吉町の本川原方形周溝墓出

土土師器群が布留期でもやや古く、さらに前方後方坑出土土師器の一群は庄内期に遡る。ただ、

このうち大形壺15は小児棺の可能性がつよい。 SD041溝出土の一群は多彩で、生活土器に祭祀

土器等を多く含むものであるが、さほど時期差はないとみられ、ST002方形周溝廷とほぼ同時

期としてよいであろう。遺物個々の説明はTab.371こよる。
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Fig.256 S T002方形周溝某出土土師器 (I/4) 
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Tab.37 古墳前期土師器観察表

F枯付 出 土紐 四 糧 法量cm 形攣の符徴 調整の符徴 • その他

256、IS 土 111i器 口往25.6
二屋口縁壼。口縁鄭It双繍的に開さ 口頸瑯ナデ．胴郎は内面ヘラケズリ、

8如 1お SDOOt 
壼 胴径29.8

頸部との墳に段をなす。騎部は中位 外面9ヽ ケメ後ナデ．明褐色でやや粗
最大径でややは球． い砂拉含tJ.

-16 
二賃口縁壼.0縁圏は急に立ち上が

‘’ ” 口往18.3 り、 lll懲との境に明l111な凡頸郡Iょ 口頸部ナた明褐色で砂粒多く含U
”“ら" 短く立つ。球状尉撼か．

-17 土師 1111 口程 8.6 口llllllは内濤気味最に大大径きく1111<.嗣 口縁郎ナデ．胴薦は内面ヘラケズリ、

8沿叫 “ 甕
血 21.3部は巾位やや上に をおさ、丸 外面ヽヽケメ後＂位ナデ。褐色で砂拉
鱈高2,.s庇倒卵形． 多く含む．

・18 
Cl往12.0 0縁椰は頸惑との境がやや不明口の

内外面ともナデ仕上げ．明褐色で111

“ ” 尉径13.0 まま外反気昧に!Ill<.胴部はやや平9細 I
器高13.4底の名残ある厚い丸底．

砂拉多く含u.

-19 
． 

土節 鱈 口径11.0 〇縁Illは体廓からそのま拿伸びる． 内面ナデ．外面ハケメのあと口縁墨

一 鉢 講高 6.0 尖底状． ナデ。 褐色で砂校少し含む．

・20 

＂ “ 
口径2.、口縁IIIS11体郡から不明障に折れて短

内外面ナデ。明褐色で1l1砂拉含"・

― 
胴径12., く立っ． 体郎は張りがよわく丸底か．

-21 〇径IU
口縁i¥61:体鄭から明鼈に折れて直線

体他郎ナ下デ．半は内外面ともへうケズ，)。

“ II 的に開＜．体鰈11上位でやや棗り ｀

"""" 嗣径10.8
丸か．

褐色で1ll砂粒多く含む．

-22 

“ “ 
口径12.0

II 
内外面ナデ．明茶褐色で、粗砂泣多-~ 胴径11.S く含(t,

・23 

” II 
口程12.2

II 
体部内面上位に粗いヘラミガキ、他

一
胴径12.0 ナデ．明褐色で砂粒含11,

-2ヽ

“ 
土師器

口径10.4
受郎は厚い体111lから囀い口縁郎が短

受厚が内外面ナデ．茶褐色
9叩呼 醤台 ＜折れて立ら上がる．

・25 

” 
土師翡

残高 u 瓢は短い1111111Sから裾が大eく闊＜ ． 脚郎内外面ナデ．明茶褐色．I0//,8/↓ 高 坪

・26 

” ． 
寇1112., 欝都は芯がつまり柱状、褐部は低く 関郎は内外面ナデか。 褐色で砂拉多

9畑 q 罰裏6.8 大きく開き．透し2孔。 く含II.

・Z7 

” ＂ 
残高11.0

欝褐は中空で畏く伸び、坪体部は大 脚lllf部と坪体郎は内外面ナた茶褐

'""屯 さく直縁的に開＜． 色で砂粒多く含む．

-28 

“ ” 残高 7.6 饒隠1::0がつまり柱状．
脚郎内面ヘラケズリ、外面ヘラナデ．

""'1"U 暗褐色で砂拉多く含tr.

-29 

“ 
土翻器

底径 2.3
手捏小鉢．平底から体部が急に立ち 内面指押え｀外面ナデ．灰褐色で歓

8沢匹I 鉢 上がる。 貿．砂拉含Ir,

・30 

“ ＂ 
底径 3.4

小鉢。平底から体部が急に立ち上が 内面へ9ナデ、外面ナデ。明褐色で
8貨磁I る． 砂粒多く含む．

257-31 土 師 醤 口縁部はく字に折れて立線的に開e尉圏内面ヘラケズリ．俺9ヽ ケメ後口

紺匹18 SDいl
甕

口径18.0
口唇部はナデてややめくれる。

縁圏外~.ナデ．嶋手．町褐色で砂粒

含11.

・32 

“ 
N 口伍16.6 “ 

嗣畢手．内面口紘へうケズリ．外面ハケメ．
四 77 闊 ナデ． 褐色で砂粒含む。
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F翡:出土地点 器 檀 法量O 彩憾 の 持徴 躙整の特徴その他

お7べU SD041 
土 師器 嗣径1.3 ＜字口紘欠失位．や嗣や部上がは憂やや尖底気味 尉厖外面ハケメ、内面ヘラケズ，)．.. , .... 甕 胴~21.0 の丸訳で中 る． 薄手．悶褐色で砂拉含む。

-3ヽ II ” 口11¥25.6 大型甕。 口縁感11く字に折れて開く．
口縁部外面ナデ、外面9ヽ ケメ．明褐

紺" 色で砂拉含む．

•お
口縁部は胴祁と明輝な穫をなさずに

＂ ” 口径lヽ．ヽ 折れ｀内湾気味に開き、口打藁めく 口縁部内外iliiナデ。 褐色で砂拉含む．
納磁刀

れる。

36 II ” 口径15. ◄
口縁部は＜＊形に折れて直線的に開 〇縁部ナデ、 嗣藁内面ヘラケズ，/．....,,. さ口唇郎はナデてややめくれる． 簿手。 鳩色で砂粒含む．

-37 

“ ” 口径Iヽ.0 N 

“ 訳畑乃

・38 II “ 
口径12.4 口縁昂Itく字1こ折れて閲き、 胴邸It 馴藁外面ハケメ後ナデ、他ナデ。褐

―・ 
馴径14.8 中位が張る． 色で砂拉含む。

・39 II 

“ 
口径11.6 小型甕。口縁謬Itく字に折れて外反 外囮ハケメ、内面ナデ． 褐色で砂泣_,. 
胴径13.1 気昧に立ら上がる。舅感精サ 含む。

—•O 土 師醤
鉢形の頴か．底謳Itぷ厚い小さな平

体箇外面ククキメ｀内面ナデ．淡茶
細,.. 

II 
Iii 

底狂 3.0 店隣で、体部は丸く立ち上がる．焼成
褐色で砂拉含11,

穿孔 1,

·•I 土 師 1111 t:l径IS.S 0縁郎,:く字に折れ、簿く直線的に
ロ鼠墨外員ナデ．内面9ヽケA負ナデ．体葛外

II 曇ヽケ,.内iltデ仕且,.体“スス付精．
畑 134 鉢 体 ,,.z開く。体部は上位が張る．

褐色で鸞砂R含u.繕手．

· •2 JI ” 
口径18.0 口縁惑,i体華からやや不明筐に折れ 内外illiへうミガむ 輩手． 褐色で砂

8如" 沿ぶ 6.0 て艮伸． 体闇は桟く丸窮◆ 拉含"・

-43 

” ” 〇径16.0 口縁lllllよ内湾気陳に長伸． 体霜Ii浅 体郎外面9ヽ ケメ後ナデ、地ナデ仕上_,、 ぃ． ,,. 薄手。 褐色で微砂粒含む。

.. , 
II 

” 
口径14.9 口縁葛,:体i111からく 字に折れ、内膏 内外囮ヘラ ミガキ．茶褐色で砂粒含

880Ha『 体径12.3 気味に関＜．体鄭は丸昧をbっ． む．

- 4~ // 

“ 
口径13.8

” // 面,,, 体径11.0

••6 II 

“ 
体口径径115.9 口縁鑓は体謡からやや不明箪に折れ

口蒼縁褐鴫色内で面砂粒ハ含ケメ11,、他ナヂ． 薄手．
M JOH~ 3.9 て立ち上がる．体Illやや深い．

-,1 
II ” 

口径15.0 口縁郎11体郡から不明算に折れて短
内外面ナデ． 褐色で砂拉含む。

&900017 i111石 6.0 く立ち上がる．体11111尖底状．

.,g 
II ． 口怪15.8 口体閲がくぼみ、二段口縁状にU縁 内外1lilナデ後111いヘラミガキ。疇褐

呻" 体径II.I 鄭が立つ。体11111よ丸味をしら浅い。 色で砂拉含む．

-49 土 師笞 口tlll.2 小さな丸底の体関から口縁部が折れ
外爾Ut1畏fflいヘラミガキ＊内面Itヽ¥IfI 

8如 7l II 
用 体径 8. ◄ て匹的に長く伸びる。

曼ナ9、さらに口縁甚に雹いへ9ミII今． 褐

色で砂n含皇ず． 胃手．

-5() 

“ 
土 師蒻 訳径 7,7 嗣郷は直緯的に立ち上がり ．台郡は

内外Illナデ。明褐色で砂拉含ti.,._ 
台付甕 台高 4.7 やや内湾気味に低く開く 。

-366-



Ill. 遺 物

濯対 出土地点 醤 種 法慧cm 形鱒 の 持償 調整の特•その飽

お7•51 SDO<I 
土師器 舷径 5.◄ 体昂12丸味をbって立ち上がり、台

内外面ナ-1'.明褐色で妙粒少し含(J,
瓢1叫 9 台 付 鉢 台潟 3.8 部はぶ，，，く、店い．

-52 

” ” 
底往 8.4

． 内外孤ナデ．明褐色で砂位含む．-・ 台高 3.S

・53 

＂ ＂ 
底径 8.9 体屈,:丸峠をbら、台11111:ぶ厚く 、

内外面ナデ． 褐色で砂詑含l.r,

一
台高?.ヽ 低く闘く。

2埠...
” 

± 師辺
口径31.1 大塁二重口縁ill.ロ鍼部は下編接合 口縁部ナヂ．明褐色で細砂拉多 く含

細 ,,. 壼 郷が突起し、外反気味に立ち上がる、 む．

-55 
大 二重口繰虻頻膠はく字状にく

口縁諮ナデ． 嗣郎外測ナデ｀内面へ
り鵡''" ” ” 頸往28.5 びれ、口縁部は下闊接合部に験を

うケズリ。鴫褐色で砂拉多く含IJ.
しって立ち上がる．

~ 
二重口穫縁正をb曲線を描きくびれた頸

＂ ” 口径IS,8 忽から って口縁部が立ち上が n頸部ナゲ．白褐色で砂拉含11,
紺叫OO

り．口唇船,:ナデてめくれる．

・57 
二重口縁壼口騒謬は水平iiiから檀

口縁郎外面ナデ、内面ナデ後11lいヘ
匹 . .,. 

I/ 

＂ 口径27.0 をなして大きく外反して関<.4<と
うミガキ．明褐色で砂拉含tJ.

同-Ill体か．

-58 
二重□縁壼頸鳳球状を思わせる胴

頸部ナデ、嗣鄭外OOハケメ後ナテ、

“ ＂ 
頸往10.3 瓢から11i部llil(に立ら｀〇騒郎の水llOOlがj

平illiをのせる.<3と閂ー偶体か．
内面ナデ．明茶褐色で砂拉多く含む．

-59 
II " 口径14.0 口縁部はく鼻伸I部びからく字に折れて五紛 口縁部ナデ。胴路外面ナヂ、内面へ

細 JI● 的に長 る． クケズリ．薄手．褐色で砂粒含"・

-60 
鼻

” 口径12.0
長頸壼口縁圏。口頸部は先鼈を薄く、 口111(111!内外面ナデ．明茶褐色で砂粒

呻,. 賽線的に紐． ~It. 

・61 II 

＂ 
刷径12.5 及頸壼で46と同一儲檀か．丸且狂良状

IM1111内外面ナデ．褐色で111砂粒含11,
呻 73 胴高 9.0 胴郎．

-62 
II 

“ 経径 4.8
胴撼は低く つぷれ、小さな平店をつ 嗣陥外面ククキメ、内面ナデ．白褐面,,, くる． 色で砂泣含む。

・63 

＂ ＂ 
底径 4.0 ぷ厚い小さな平底．

内底岱ハケメ、外面ナヂ．明褐色で...... ,, 砂粒含11.

・64 II 
土暉霧

残高 1.3 杯郎は水平に開く ．
暉内外囮ナデ．哨褐色で細砂粒少

鯰1国 " 高坪 し含む．

・65 

＂ “ 
鰻高 ,.s!1111111闇は芯のつ皇って短く． 裾が低

繹内外iliiナゲ． 褐色で砂粒含II,
＇畑 19 く大eく開く。 透し211疇

・66 II 

＂ 
残高 S.2 詞篇部．芯がつまる。 筒ナデ。明褐色で砂粒含む．一1

・67 

” II 残高 s.s脚欝凰中空． 筒都内外面ナ六 褐色で砂粒含!J,
8'00318 

—絡

“ 
土 暉 器 底径11.6台郎は直鱒的に開き、先蟷を薄くつ 台郎外囮Iヽ ケメ後粗いヘラミガキ｀

肘佃,.,, 器 台 か高 6.0 くる。透し2孔 内面ハケメ。茶褐色で微砂拉含む．
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4. 古墳時代末期および奈良 • 平安時代

集落としての継続性から一括してとりあげる。時期は7世紀後半ー9世紀初を主体とする。

遺跡の性格上、生活土器の土師器 ・須恵器が大部分で、特殊なものとして瓦片、石製紡錘車片

1点、鉄製紡錘車 1点がある。ここでは黛は多くないが土師器 ・須恵器のうち、遺構ごとに比

較的まとまって出土したものと、鉄製紡錘車を紹介しておく 。

(1) 土師器・須恵器

S 8037竪穴住居跡から只も多く出土した (Fig259・260)。土師器ではカマド ・甑・甕・壺・

高坪 ・盤 ・坪等、須恵器では社 ・坪 ・高坪がみられる。土師器のうち69はカマド片で、下垂し

た大きな鍔を廻らせ粗い調整を特徴とする。 70~72は甑、70の2把手を残すが、口縁部は短く

屈曲するものと、体部からそのまま伸びるものとがある。吏のうち大形の73~76は丸底にちか

い不安定な平底で、口縁部は外にめくれる傾向がつよく 、調整は外面ナデ、内面ヘラケズリで

一定している。中 ・小形の甕のうち、 77は胴部上位がしまるのに対し、 79・80は直立、 78・81

は胴部が浅い特徴をもつ。 82は盤、高杯83は小さな即部に体部途中が緩かに屈曲した坪部が付

く。須恵器には87~98の坪類、 99・ 100の高坪、 101壺がある。これらの時期は7世紀後半を中

心とするものといえよう。

一括して F'i,g.261に示したもののうち、S8047竪穴住居跡出土の102は土師器甕、103は須恵

器提瓶。 S8054竪穴住居跡出土の104・105は須恵器坪類。またSK050土墳からは土師器がま

とまって出土しており、甕106は不安定な平底から胴部が直立気味に立ち、広口屈曲口緑、甕107

は胴部上位がつよくしまり口緑部がゆる＜外反、108は小形甕。坪109・110は体部が底部と稜を

なしてやや内誇気味に浅く立ち上がる。 S8044竪穴住居跡からは土師器の甕111、高坪112、須

恵器の坪類113•114、 壺蛮115などがある。 S KOSOの一群は9世紀初に降るか。 S8047は7世

紀後半、 S8044は7世紀前半に瀕るものであろう。

f'ig.262にあげたもののうち、 S8008竪穴住居跡出土の須恵器杯116は8世紀前半。 S8032か

らは土師器の甕119~122、祇123、須恵器坪124のほか、土師買の分胴125と勾玉模造品の破片か

と思われる126がある。時期は8世紀前半に含められよう。 SX039tt格不明遺構からは比較的

多くの土師器 ・須恵器片が出土したが、 7世紀後半から 9世紀初まで時問幅がみられるが一括

してあげておく。

以上のほかの竪穴住居跡、土壕からも土師器 ・須恵器が出土しているが、全体に遺構の削平

が;&:しいため角は少なく、また器種の組合わせという点でも殆どが破片で内容が不詳であるの

でここでは敢えてとり上げない。 Tab.36に示した各遺構の時期を判別する資料として用いるに

とどめた。

遺物個々の詳細はTab.38による．
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l'ig.261 その他の竪穴住居跡 ・土填出土土硲 I (I/ 4) 
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Tab.38 古項時代末期および奈良 • 平安時代の土器観察表

f"曼<I(鼠.國奮蓄号9 出土地点 器 檀 法 量"" 形態の符 岱 調整の持覆 • その他

259姻 土的腐 口縁部は体鴎か約ら直7a,線的のに内傾して 内外面ともナデよたは指押えでIll<
匹 9コ S 8037 

か ま ど
口径30.0 立ち上がり、編 つばが下垂

躙茶色で砂位を含I.I.
してめぐる．

-70 土籟醤 体部IJill緯的に立ら上がり、口縁部
0騒郡ナデ． 体部は外面ハケメ、内

9如 A咽 “ Ill 
口往2!>.8 は内面に槙をなして短く開く。 面ナヂ．把手111ナデ紙を残す．明茶

褐色で粗砂拉多く含11,

-71 
II “ 窮II!l3.2

体邸下キはわずかにすぼまる．駐郎 外面ナデ．内illiヘラケズリ。褐色で

""''" 切政り． 砂拉含む。

-72 

” ” 口棧l•.8
口縁部は体鄭からそのまま綬く外反 外面はハケメ後口縁1111-tデ．内濶,i

!j/\1~1 する。 0縁郡はナデ、 体部ヘラケズリ．

・73 

“ 
土師器 口径14.7 口縁部は体隠からS字を議いて短か 口騒都ナデ。馴郎,:外面ナテ、内面

"""''' 甕 胴径21.1 く外反． 尉絡ヽ u位でやや彊る． ヘ9ケズリ． 褐色で砂粒含o.

-74 
ロ邸.9 0縁鄭,:内面に檀をbって大きく外 。Iii郷ナデ．胴郎は外面ナデ．内illi

． ” 胴径28.2 反．胴隠はあまり張らず最大柁を上 ヘラケズリ。明茶褐色で砂粒多く含謁,_
醤高珀.9 位におき．不安定な平店をつくる。 む。

・75 

” ” 口径24.2
口鰺部は内面に檀をbって短く外反 口縁薦ナデ．胴部は外iil-tテ．内面

納匹" し、厚ぃ• Ill郎はほとんど彊らない．ヘラケズ9。淡茶褐色で砂粒含む。

・76 

＂ 
， 残高14.0 不安定でぶ厚い平底． 外面ナデ．内面は底砂部粒含ナデ、はへう

一 ケズリ．茶褐色で t,, 

260-77 口縁郎は上籐がつよく しまる胴郎か
口縁欝ナデ．舅郎は外函ナデ．内illi

” ． ロ11!16.6 ヘラグズリ。淡茶褐色で砂粒多く含
的匹Iヽ ら大さく外反する。 u. 

・78 

＂ ” 
口径21.2 馴部は鉢状に浅く、口縁圏は明欧な

内外面ナ れ 淡茶褐色で砂粒を含tr,
射匹.. 騎径.2 檜をなさずに外反し、 llill!II内傾．

-79 

＂ ” 
口径16.8 胴郎は上半が立に立ち、口縁部は横 0縁冨ナデ。胴部外面ハケメ．内面

訪匹IS 胴釦5.5 をなさずに綬く外反する． ヘラケズリ．淡荼褐色で砂粒含む．

・80 ． ． 口径IU 小屈甕◆胴路Ii.I:位が直に立ち、ロ 口縁圏ナデ、胴郎は外1lilナデ、内1111

'"'"' '径13.3 縁郎はわずかに種をもって短く外反 ヘラケズリ．淡茶褐色で砂粒含む。

-SI 土師醤 口穫12.6
胴lll!li中位が張ってつぷれ、口縁部

II はわずかに槙をなして外反気味に開 内外面ナデ。明褐色で砂粒を含む。

― 
鉢 JI! 出2.0

＜． 

•四 ,, 土節 111f
口径19.9 やや厚い不口安縁定藁五な底立郎．から体郎が低 内外面ナデ．褐色で砂拉ほとんど含

匹 JJJ 盤 ＜闊さ、 まない。

・83 土 llli醤
口程15.< 坪111111体郎がかすかに檀をなして立

裏感外ilfiヘラケズリ．地ナデ．明褐
畑 m “ 高坪

磐高 7.8 ち上がり、口縁郎やや外反． 罰部は
色で砂粒ほとんど含まない．

K径 8.0 高く、鱗圏やや外に開＜．

-8• 
“ 

土師 器 口経15.2 底体11111丸味をもら、口縁11111簿＜
内外i1i1ナデか．明褐色で砂拉含む。

騎碑I 鉢 器高6.0 四気味。

•鯰 S 8037 ” 
口粍1,.2 底体部1:1泣をもち、口縁毎It嗜部 内外面ナデか．淡茶褐色で砂粒含む．

IIIJUJし"' 1111高 5.2 内膏．
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嘘討 出土地● 図 糟 法量O 形麟 の符徴 翼整の杓微• その佗

260-$6 S ll037 
土師醤 口径II.I

底体感から口縁部象で丸味をもっ．
庭外国付近ヘラケズ，)か．他ナデ．

＆如u.lll 鉢 器高 4.3 褐色で砂拉ほとんど含まず．

-87 土 師蒻
口径12.8 体郷は底昂から横をなさずに口縁暉

庇邸外面ヘラケズリ、他ナた明褐
門而？ ＂ l.f 

器高 6.8 まで直線的に立 ち上がる．高台は低
色で微砂拉含11.

底径 8.6 く外に開く 。

•総 土師 1111 口径13.0
やや丸味のある天井部から体部がな

天井那外面へう切り竃しのま虫．隠

‘’ だらかに下り．内面に鈍いかえりが8畑 17 ＂：蒼 器高 2.7
付く。

ナデ． 淡茶褐色で砂位含11,

・89 口径IZ.ヽ
平坦な天井諮から体1111が盆に下 り、

天井1111平坦面ヘラケズ＇I．他ナデ．II 

＂ 
内面に鋭いかえりが付く。やや偏平

W>lil 器高 2.6
なつまみ．

明茶褐色に障化し、砂拉含tt.

-90 

“ ＂ 
口径l?.O

” 
天灰井色藁で竿砂粒坦面含へむ．うケズリ 、倦ナデ．

F瑯 ]l}J 器高 2.9

・91 口径12.4 天井隠は平坦で．体撼は桟をなして
天井繹平坦iiil1ヘラ切り鑢しの1ま、

8900311 
II 

” 儲高 2.6 下り、内iii!にかえりが付＜．
他ナゲ． 茶褐色に康化し、砂泣少し
含tr.

・92 

“ ＂ 
口径11.6 天井部から体闇にかけて丸味をもち、 天井謬ヘラケズリ、他ナデ。灰色で

89003,0 雲高 2.7 内面にかえりが付<, 微砂粒含tt.

-93 口径11.2 天井郎は高く 、体邸にかけて丸味を 天井饗外面ヘラケズ記，}、号．他灰ナ色たで天砂

” II 井郡外面にX印ヘラ8罰 m 醤高 3.1 もち｀内面に鈍いかえりが付く。
粒含(t,

・94 

“ 
II 

011!12.8 天内井llli部にかから体霜にかけて丸味をもち 天井饗外面へうケズリ｀他ナデ．灰
8900紐 残高 2.9 えりが付<. 色で砂位含1.1.

・95 須恵醤
口往11.0

体台部It底は直体線瓢的填に怠に立ち上がる。高

細"' “ 坪 9 醤高 u
にあって立っ．

内外面ナデ.ill灰色で111t砂泣含む。

底径 8.3

-116 
口琵11.9 体郎は底饗と朋鰍な穫をなさずに立

底徴砂外面粒へ9ケズリ、他ナテ．灰色で

” ” 馨高 5.2 ち上がり、0縁昂外反気昧．高台や89<)))0] 
底!.i8.0 や高く外に開く。

含む．

・97 口往12.7
体部は底郡から不明瞭に折れて瞑立

庭外面にヘラ切り纏し裏、他ナデ．

” ” 気味、口縁繹外反．裏七やや内に入8900101 残高 3.◄
る．

灰色で砂拉少し含u.

一鴨

＂ • 口径12.8
体郎1よ汽線的に立ち上がる。 体邸ナデ。灰色で砂粒含IJ,...,.,,, 

残高 5.1

・99 須恵濡 口径13.1 坪部は底体が丸味をもち、口縁立上
坪姪部外面にカキメ、はナた灰色

·~ 匹 ＂ 高杯 残高,.,
りは薄く・外反気昧につよ（内傾す

で砂粒少し含む．
る．

• 100 口径15.7 暉は平JJlな窮部から体1111が外反気
暉外面ヘラケズ，）｀饒ナデ．脚内

H~JO/ 
,, 

” 器寓 7.8 味に亀に立らヒる.!lllllilヽt嗣で平坦
面茶褐色、外面灰色．砂泣含む。

底径10.0 に関さ珊郎が縁をなして立つ．

-IOI 

“ 
須恵器 口径14.8N口縁蜀it上It位嗣111で表と不り明、讀ややな捜氏尉を気な昧し・て 尉怒外面は下半格子タクキメ後ナデ．

9叩"' 甕 胴径21.2
外反．

他ナデ．明灰色で砂拉少し含む．

261-102 土藝認
口1117.8 口縁隅は内面に檀をなして外反．胴 口縁郎ナデ、体部I.I外illiハケメ．内

扮螂
SRO<? 

甕
胴径2◄ .5 鵠は上位に最大往をおき、丸底にち 面ヘラケズ，}で粘土接合鑽あり。明
詣瓦30.3 かい不安定な平底． 褐色で砂粒含11.
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Ill. 遺 物

濯摺 出土地点 器 糧 法量"' 形態の持閃 鯛整の符覆 • その他

お1-103 S8047 須平恵瓶醤 口径 9.4 口縁置IれI線的に開く．
口縁瀑外illiにカキノ、はナデ。灰色

畑匹 で砂れを含む．

・104 S8054 
須怠器 0径10.5 平坦な天井郎から体郎は丸味をbっ 天井簡内外面不定方向ナデ．灰色で

""'"' 坪蓋 醤高 2.2 て下る。内illii<かえりが付く． やや軟l'I,砂拉含tJ.

-105 
II 

須恵儲 口往 9.9 体鄭11庭111lから不明口に折れて、内 底砂外粒面含ヘラケズリ地ナデ．灰色で徴
廿虹IP、

“ 
醤jQj3.1 湾気味に立ら上る． u. 

・106 土帥誼
0!:128.6 口縁聟はく字に折れてやや外反．胴 口縁苺ナデ．馴底部は外面ナデ、内

切氾,,.
SKO;o 

!I! 
胴往24.8 部は沃りが殆どなく、底郎,:不安定 面へうケズ＇)後麻面ナヂ．褐色で微

ぢ硲26.0 ながら広い． 砂拉多く含11,

・107

＂ ＂ ロ釦u l'.lllilllよ胴那と不明はな撞をな して 胴諮内面ヘラケズリ．他ナデ。荼褐
9節四 外反． 色で砂拉含tt.

・108 II 
土晒蒻 口往15.6 口縁11111!ll<折Iiて開く。 体!llll:張 体瑯内面ヘラケズリ.Ill! ナデ．明褐

•"111, 鉢 胴程13.8 リがなく訂線的に立らJ:.?、丸底． 色で砂粒含<:.

ー109

“ 
土節彗 口径12.6 体饗は庭部とかるい授をなして内湾 底色外で面徴砂へ粒うケズリ、 他ナヂ．明茶褐

9切珈 坪 醤高 2.9 気味に関いて立ち上る。 含む．

• 110 
I} 

“ 
口径13.8

＂ 
It ""悧I 器甚 3.2

-lll 
$8044 

土窮圏
口経14,8

小翌甕.0縁郷は内副によわい捜を 胴Ill訥面へうケズ1)か、他ナデ．褐
割磁9 甕 なして外反しながら急に立っ． 色で砂粒含"・

・112 
" 

土 籟 器
窮径18.0 脚榔は褐編響が反り上る． 騎胎土部内は外面ナデ、外面に丹覧試あり。

畑 ll 高杯 褐色で砂泣含11.

-113 

“ 
土晒醤 口径12.8

天,,郎から口体筍まで丸みをもつ。
天井郎外協ヘラケズ＇）、他 ナデ。明

鯰I匹 高坪 臼高3.8 灰色で砂粒ほとんど含まない。

・114 須恵器 口径10.1紅さ部、立は尖上りれ味で体郎体外は碩面線に的ヘに開 底外面にへう切り霞し良、他ナヂ．
葛1叫 I “ 杯身 蒻応3.6

りやや急 う記
灰色で微砂拉含11.

”一郎残る。

・llS 須憲器 口ll¥6.2 
小型の豆葦。体躍はやや心に下り 、

天井平坦鵬にヘラケズリ 、陸ナデ．,, 
口＂部はナデて稜を bっ．天井郎に

ぎ細9S 葦 器渇 2.,
ヘラ記号．

讀化し褐色．

262-116 須恵蓄 口往Iヽ.9
平坦な天井鴫から体部が直線的に下

外国天#1111から体部にかけヘラケズ
S 8008 り、口縁郎1ょ断面三角形に立つ。体

-•5 坪蓋 残高 2.0
外面にヘラ記号．

リ、他ナデ.1111灰色で砂粒含IJ,

・111
S B031 

須恵講
訳径11.0 潟台,:底内111lに入る．

底外面へうケズリ、他ナデ．灰色で

細 '" lf 微砂粒多く含む．

ー118 土晒 醤 小型甕．口縁諮1よ内面にかすかに稜
口緑藁ナデ．胴圏は外面9ヽケ，，後ナ

細 107 II 
甕

口往12.4
をなして短く外反．馴部やや下影み＇

デ．内面へうケズリ．明茶褐色で砂

粒含む．

-119 S 8032 • 口径18.5
口綸圏It'll澤［な横をなさずに短く外 口縁墨ナデ.JI部は内面へうケズリ，

＂喚 反． 褐色で砂泣含u.
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日岸田遺蹄

廣覺絨．図ヽ書号9 出土地点 醤 槽 法 量O 形攣 の符徴 調聾11)符微 • その他

,62-120 土輯 1111
口縁撼はつよくしまり、かすかに捜

D縁鄭ナデ.JI躍は外面ナデ、内面
Sa知 口径19.$ をなして岨く外反しながら立ち上が

― 
甕

り．蝙隠が簿い．
ヘ9ケズ，)．明褐色で1ll砂粒含む。

ー121

＂ “ 口径19.2
〇縁昂,:つよくし皇り 、体部から弧 口縁1111ナデ．嗣郎内面ヘラケズリ．

叶" を繕いて大きく外反． 褐色で砂位含IJ.

-122 
小型甕。口誡部は胴箋からやや折れ

0縁鑢ナデ．尉珊は外面ナデ、内祓i
酎畑I ＂ ” 口径 9.6 て先罐が薄く外反． 胴郎から下膨れ

へうケズリ。贄褐色で砂拉含ti,
か．

-123 

＂ 
土 的謁 把長 3. ◄ 把手． 指ナヂ．押ぇ．褐色で砂拉含む。- 噸

・124 須恵 1111
口径15.0 体郷Iiわずかに穫をなしてやや浅く

II 底径 5.7 立ち上る。高台は内側にやや入り立 坪郎内外面ナデ．灰黒色で砂拉含む、
螂ヽヽ 坪

器高ヽ・' つ。底外面にへ9記号一郎残．

-125 土師 蒻
上蝙 1.2

會ぶ匹 ＂ 分 銅
下蝙 2.2 不璽形の方往で、上蝙に1l!孔 I!t追 全面ナ，，，• 明茶褐色で微砂拉含tr.
1111高 3.8

-126 

＂ 
土師 蒻

残~3.0 土製勾玉の下嶋か． 断面不整多角形．ナデ． 掲色で微砂拉含む．
制 10 勾 玉

・127 S 8039 
土闘 1111

口径22.4 〇縁郷は不明瞭な稜をなして外反．
口縁Ill!内外蜀ナデ．明褐色で微砂粒

心""' 甕 含u.

-128 
II 

＂ 
口径18.0

尉感上位llliに丸味をしち、口械聾 口縁部ナデ．馴部外iiliヽ ケヽメ．内面
H))J,;) は明筐な種をなさずに短く外反． ヘラケズリ．褐色で砂拉含む．

・129 土 駈 illl
坪墨ナデ．脚郎は外面ヘラケズ9、

舒- ＂ 高坪
残高ヽ.z暉は丸く、 騎部は高 く開く。 内l!liナデ．明褐色で砂,iほとんど含

まない．

• 130 

“ 
土節 1111

把長 5.0 把手． 把手指ナデ． 褐色で砂拉多く含11,.... ,., 膚

・131 II ” 把長 3,5小型議の把手． 把手憎ナデ。明褐色で砂校含む。
＆叫'"

-132 
I/ 

須恵器 口径11.4 天井部は平坦で全体に低くつぶれ、 天井l'JIIヘラケズリ 、笠ナデ．明灰色
SS-'lJH 坪 蓋 器高 1.7 口縁圏内面にかすかにかえりの製臥 で微砂拉含II,

-133 

“ 
須恵器

底径 7.1
胴匿Ii直緯的に開いて立ち上り、庭

内外面ナデ。明灰色で微砂拉含む。
9叫" 壼 体の境に低い高台が付く。

• 134 
“ ” 口径11.5

頸第に沈線2条、 口鍼置は玉縁状に 口縁邸内外面ナデ．喪郎にシポ，}痕
H>llf'I 溢響が立つ． 灰色で砂粒含I.I.

-13; 

“ 
須恵儲

口往 1.6 口縁illlliil!線的に紳びる．傾さ檜定
口縁部内外面ナヂ．晴灰色で微砂拉

9血い→ 平 瓜 含11.
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(2)鉄器

S K057土填から鉄製紡錘車136が 1点のみ出土した(Fig.263)。埋土中からの出土で遺存状態

が悪く、全形は知りえない。車輪部は径4.7an、厚さ 3~4mmで、周縁部がやや厚い。また周

緑2ケ所を欠損する。粕は8.8cm残存するが、両端を欠揖している。断面円形の棒状で、径0.8

叩はこの種の紡錘車としては太い部

類に入る。車輪部に対しては中心部

からややズレた位四を貨通する。

佐笠平野での類例は大和町久池井

一本松遺跡 ・同久池井B遺跡で奈良

時代の土墳茎出土2例があり 、本例

も同時期の類例としてこれに加えら

れる。

-0-: ←6 

。
5on 

Fig.263 鉄製紡錘車 (I/2) 

5. 中 世

明確な遺構がSD001溝のみであったため、出土黛は少ない。検出面での採集品も少fi1:ある

が、ここでは比較的まとまった出土をみたSDOOIの出土品のみ一括して掲げておく。土師器、

瓦器、陶磁器、石鍋といった食品類に限られる。

(1)土器類

S DOOi溝から比較的まとまって出土した(Fig.264)。瓦器は坪137・138、土師器には坪

139~143 と小皿144 • 145がある。陶磁器は全て輸入品である。 褐釉陶器146は口縁部が短く折れ

沈線を廻らす古いクイブ、磁器には冑磁椀147~138、白磁皿153・154のほか、白磁椀の破片が

少塁混じる。行磁椀は全体にふっくらと して高台が厚く高く、彫りの深い縞蓮弁を飾るものと

無文とがある。他に155は土師買の大形鉢、 156•157は石鍋の小破片であるが便宜上ここに掲げ

ておく。

これらの時期は13i止紀を中心とするものであろう。個々の特徴は Tab.39観察表による。

Tab.39 S DOOi溝出土土器観京吸

FlC/1 出土地点 儲 糟 法 量cm 形顛 の ≫Ill 調覧の符徴・その他

26、-137 S0001 瓦醤 □ 1111., 体部から口縁郎にかI/直線的に大S
内外面ナデ.~ 褐色で砂拉含u.

ト印・H 坪 く関＜．

-138 
＂ “ 代径 6.7体窮懲ll丸朦をもら、低い裏hが立つ． ” 鯰

-139 
“ 

土師器 口往11.8 体部は底惑と不明誼な段をなして立 外窮国に糸切痕．泡ナデ．明褐色で
8-,0dl 

“ 
譴応 3.2 上 り、口縁部外反． 砂拉含む．

-377-



日岸田道跡

嘴討 出土地点 骰 糧 法 鼠〇 形 1111の符復 調整の特徴 • その陰

264-140 $0001 
土晒 鱈

底径 6.0 好鶉It平坦で、よわい冨わが坦く立つ． 内外面ナデ． 荼褐色で砂粒を含11,9虹Hヽ 杯

•141 

” /I 
口径13.8 体邸は既郎と檜をなして内湾気味に 外底孤に糸切摂．他ナデ．明褐色で

9姐,,、,, 1111高 3.0 立ら上がる． 砂粒を含ti.

・142 

” “ 
口往13.0 体!illl#底郭と復をなし亀直線的に立

“ ＂虹9・・り 醤嘉 3.0 ら上る。

-1•3 

＂ 
土峰 Ill 口!!9.0 

口体讚は底部と稜をなして11!く立つ．
庭外iliiに糸り）娯、他ナデ．臼褐色で

8即ふ' lil 器嘉 1.5 砂粒含む．

・144 

” “ 
口径 8.6

” 
底外面に糸切痕｀他ナデ．明褐色で

＆却.JI 器高 I.I 砂粒含む。

-145 

” “ 
口径 9.Z tl体聾は駁部と復をなして短く 直線 訳外面に糸切棋、他ナデ．明茶鳩色

89001?? 憐高 1.5 的に開く。 で砂粒含む．

・146 陶醤
口騒llllヽ!3'邸に短く開き、 鼻国は 尻転によ るナデ沈緯．胎土は灰白色

＂ 
口(!10.1 胄が歪らず、上位に沈給を2条巡ら で微砂拉を含み、外面に褐柚がかか

紺OOi以 Ill 
ず• る．

・141 費磁~
口狂16.8

ロ縁は立線的に開さ．厚い底隠に

” 底役 5.2 外底園ヘラケズリ、倫胄U色軸がかる。
＆噸"祁a 椀

蟷高 6.9
燈い高台が立つ．縞遮弁文様．

-148 

” ” 
口径14.、I 口紘圏は直級的に開襦＜．文様外面．<:Ill蕩 内外面に青U色触がかかる．

8900Ut 弁文様． 内面にヘラ

• 149 

” “ 0径17.2 口縁嬉薦やや外反． 内外珈に略緑色輪がかかる．m匹 .. 

ー150

＂ 
II 体口高径17.1

＂ ＂ !~'""' 6、2

-151 

＂ “ 底!l¥6.1 
厚い底闇に短い高台が立つ。 縞這弁 経外面へ9ケズリ、他開緑色釉がか

ぷ 蜘紺 文樟 かる．

• 152 

” “ 民径 5.4
体郭下位は丸味がつよく、短い高白

“ 8細 9予 が立っ．内沢ili1にヘラ襦文様．

-153 

” 
白磁

底往 4.8
体郎,:よわい捜をなして低111lから立 底外面ヘラケズリ 、他資白色釉がか糾,,. I[] ら上がる。内底面1こヘラ ・櫛備文鰈． かる．

•154 口恒径 9.8 体郎lj底感と棟をなして立ち上がる．

“ ” 底 6.6 ” 9如 H
器高 1.7

内面に薦描文様◆

-155 土師醤
体郎内外面に細かいハケメ。 口縁部

＆遍0'11 ＂ 鉢
口径箕.4 逆L字形平坦口縁の上面に鬱摘文横．上面鵬隣文．他ナデ.IJll褐色で砂粒

含!t,

ー156

“ 石 鱗 嗣径32.8 胴都鍔．
内外OOケズリ霞．鍔下面に煤付宕．

. .., ふ 滑石製．

-157 

＂ “ 庭佳21、6 底菰
内外面ケズリ痕．体郎外面に煤付着．

8畑 9 滑石製
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藁 だ
田 遺 跡

退跡名：東田遺跡（略号HGA) 
所在地 ：鳥栖市田代本町字東田
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束田遺跡

東 田遺跡

I. 遺跡の概要

東田遺跡は、民栖市田代本町字東田に所在する。 本書に報告した本川原遺跡からは約600m西

方、また荻野遺跡からは約500m東方のところに位店している。遺跡の立地条件としては、近接

するこれら 2遺跡とほぼ同様であり、脊飯山地の主峰のひとつである権現山（標高626.2m)

の、南東方向に長くのびる山麓からさらに平野部に向けて低くつづく台地上に分布している。

襟店は40~50mであり、北側に位図する通称柚比丘陵、北西方の三国丘陵とともに広大な台地

として知られている。これらの丘陵は、古くからその立地条件が良好であったようであり、そ

の平坦地域にはほぼ全域に遺跡の分布がみられる。この丘陵頂部に位図する東田遺跡の周辺に

おいても、安永田遺跡 ・荻野遺跡 .B岸田遺跡 ・太田遺跡 ・太田東方遺跡 ・フケ遺跡、それに

灰申岱塚古JJ't・岡寺前方後円墳 • 田代太田古墳など、弥生～古打時代の遺跡が多い。そのなか

で特に注目されるのは、銅鐸鋳型が発見された安永田遺跡、烏栖地域の代表的な前方後円瑣で

ある庚申堂塚古墳 • 岡寺前方後円項、そして装飾ある古墳と して知られる田代太田古積であろ

う。

この束田遺跡においても、東田古瑣として古くから周知され、あるいは前方後円坑ではない

かと考えられていた一基の古墳が存在している。現状の地形をみると、この台地中央付近、小

さな谷を挟んで出入りのある小丘陵の平坦地（標高約45m前後）に、あたかも前方部を北西方

へ向けた前方後円坑のごとく、残存している。周囲に広がる平坦地域と比較すると、頂部との

比高笙もかなり大きく・、高い。つまり、この状況を一見すると、前方後円墳としての想定が当

然と思えるほどの地形をなしているところである。

そこで、今回の調査は、現在は墓地として土地利用されているこの区域において、前方後円

坑と しての確認を主目的として実施した。また、この古項以外の遺構としては、北隕の調査区

で、弥生時代の甕棺墓4基と古墳時代の溝跡 l条も検出している。

なお、本遺跡に関わる地理および歴史的現境の詳細については、本報告書の項(P.10~18) 

と同様の状況にあるので、それを参照されたい。
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190m 

Fig.265 調査区位置図 (1/2000) 
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LI. 遺 構

11. 遺構

調査区においては、最も南側にSTOI古坑、

その北方約20mのところに 4基の史棺暮 (S

J 01~04甕棺M>と1条の溝跡 (SDOI溝跡）

がそれぞれ位屈している。

1. 弥生時代

(1)甕棺墓

s」01甕棺墓 (PL.152)

調査区北側、 SDOI溝跡南端部の北側斜面

近くに位図している。小甕（上） ＋小甕（下）の、

接口式の小児用複式棺。西側をSDOI溝跡に

削平されているが、廷填の掘方は平面楕円形

であろう。長径0.84+am・短径0.58m・深さ

0.25+am。その墳底をさ らに0.llm掘り下

げ、棺を据えている。棺はほぽ水平で、依斜

角はわずか+3・。主軸方位はN-W63.。

s」02甕棺墓

調査区北側、 SJ01甕棺廷の西側に位虹し

ているが、 SDOI溝跡によって大きく削平さ

れており、遺構の構造はほとんど不明である。

わずかに残存する廷墳とその甕棺の破片の状

況から、廷の存在を確認し得るにすぎない。

L=46.20m 

~ 

ヽ

l..=46.!0m 

~ 
。

Im 

Fig.267 S J 01・02甕棺秘 (I/20) 
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束田遺跡

L =46.30m 

三

＇ 

。
Im 

SJ 03甕棺墓 (PL.152)

調査区北側、 SDOI溝跡

を挟んでSJ02甕棺慕とほ

ぼ対称のところに位蛍して

いる。小甕（上） ＋小甕（下）

の、接口式の小児用複式棺。

その接合部分には粘土の目

張りを施す。墓壕は、上部

をやや削平されているが、

／ 残存状況としては良好であ

る。掘方は平面楕円形をな

す。長径1.62m・短径1.15

L二位迪m m・深さO.!S+am。その墳

底をさらに0.17m批り下

げ、棺を据えている．棺は

ほとんど水平で、傾斜角は

わずか+I'。主軸方位はS

-W42'。

S J04甕棺● {PL.152) 

調査区北側、 SDOI溝跡

を挟んでSJ01甕棺墓とほ

ぼ対称のところに位置して

いる。小甕（上）＋小甕（下）

の、接口式の小児用複式棺。

墓墳は、上部を大きく削平

されており 、棺の据え置き

部分しか残存していない。

残存する墓墳の掘方は、平

面楕円形である。長径0.62

m・短径0.40m・深さ0.11

m。棺の傾斜角は+15・。主

軸方位はN-E26'。

Fig.268 S J 03• 04甕棺~(I/20) 
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2. 古墳時代

(1) 古墳

S TOI.! 鴻 (PL.153~157)

II. 遺構

調査区南債に位四する古墳で、 石室は横穴式の構造である。この区域は、 石室の位虹する小

丘部とその北西方向へ広がる平坦部を除いて、周囲は2m前後も削平されており、旧地形をほ

とんど留めていない。そのために、残存する現地形から前方後円墳の可能性も考えられていた

ようである。項丘および石室の大半は破壊されている。

墳丘 残存する区域もかなり削平を受けており、 墳形としてはかなり不整形なものとなって

いる。その墳形確認のために設定したトレンチでは、墳丘構築の盛土は、横穴式石室の周囲で

確認しているだけで、北西方の地続きの平坦部では、盛土はま ったく検出できていない。この

状況から、調査では平坦部を前方部ではないと判断し、石室周囲の盛土部分のみを古墳の区域

とした。つまり、石室を中心に誼く円墳として坑形を考えると、北側土層断面(Fig.270)の状況

からみて、直径19m以上の大型古項が推定されよう。

また、 墳丘の築成についてであるが、残存する墳丘の最下暦（旧地表面）から、まず石室部

分の掘り込みを行っている。そして、その石室掘方内に腰石を配置し、裏込めを入れた後、ほ

ぼ一定した量の土を運び込み、プロック状に固めて盛り上げ、 墳丘を順次窃めている。陪序を

みると、その盛土作業は石室の構築を主体とし、周囲の墳丘の築造をも併行して進めていたこ

とが推定できる。なお、盛土に使用した土は、大きく分けて黒色土 ・茶褐色土 ・黄褐色土の3

種類であり、それらを交互に誼くことによって、耐水・強度などに配慮も行っているようであ

る。周溝は確認できていない。

内部主体 単室の横穴式石室である。主軸方位はs-wn・、東西方向に主軸を凶き、西側に

開口している。 石室の掘方は、平面が長方形で、旧地表面から深さ0.95mほど掘り下げている。

玄座は両袖式で、その平面はやや胴の張る長方形である。長さ3.30m、奥壁側の幅2.45m・中

央部の幅2.70m・玄門側の幅2.30m。各壁の基部には、幅1.50~2.lOm、厚さ0.40mほどの大き

めの石を用い、奥壁に 1個、附北の両側壁に各2個ずつの腰石を据えている。その上部に積み

上げる壁部の石は、附側壁にわずか2個残っているだけである。玄室床面には、南西部分に小

ぷりの平たい敷石がみられる。また、玄室床面は羨道床面より、わずかに低い。玄門は、幅0.65

mの枢石を間に、高さ約 lmの同じ位の大きさの袖石を磁いている。

羨道は、玄門側からやや開きながらつづくもので、玄門側の幅1.05mから0.6mほど広くな

る。長さ 1.20m、高さ0.40mで、天井部はない。北側壁に 2段、南壁に 1段の石積みが残存する。

墓道の有無は不明。

石室の石材には、いずれも花岡岩を用いている。
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II. 迂t構

c― 

石

室

L二延辿~' D
亡3黒色土

疇 紐色土

疇 黄褐色粘灯土

ノ 項丘南側土層断面

B― 

石．
べ：ヽ；． 

． 

項丘北側土閉断面

゜

L =48.00m A 

2m 

Fig.270 S TOI古坑墳丘土図図 (I/60) 

なお、恒石 ・玄門側（袖石両611)の両壁部 ・雨北両側壁の西側腰石の各石材には、赤色顔料

が明瞭に残存している。除去した積石にも赤色顔料がみられることから、石室全体に燦布して

いた可能性もある。

遺物は、土師器（壺 ・杯）と須恵器

（甕 ・杯蓋 ・杯 ・追 ・器台）が石立及

び項丘から出土している。

(2)溝跡

S DOI溝跡 (PL.157)

調査区の北半区域で、南西から北東

方向へはしる溝跡を確認している。面 d-
L::, 豆,_80mC 

西部は、削平のために途切れているが、 ？ ＇ 
北東方向へは調査区外へさらにつづく 。 一一- -
~ 一三

b― L二 m a 

残存長約31.7m・幅0.17~0.3m。深さ

は、 0.3mほどしかなく、大変浅い。断

面は、きわめてゆるやかなU字形をな

す。溝埋土中から、土師器 (f,!) と須

恵器（杯蓋）が出土している。

I. 黒色土閥 3. 黄褐色土層
2. 焦色粘灯土）ff 4. 貨褐色砂買土層

。
2m 

Fig.271 S DOI溝跡 (I/40) 
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東田遺跡

UI. 遺物

遺物は、 STOI古墳 ・SDOI溝跡 ・SJ01~04甕棺墓の各遺構、それに堆積土中から、弥生

土器 ・ 土師器 ・ 須恵器 • 土師質土器などが出土 しているが、数量としては少ない。

1. 弥生土器 (Fig.272・273)

I (STOI上） 2 (SJOJ下）

4 (SJ03下）

F,' 3  (SJ 03上）

?. 20cm 

Fig.272 弥生土器 l (I/ 6 l 
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111. 遺物

器梱としては甕のみであり、他のものは出土していない。

甕 (1~10) 6~10は破片であるが、 1~5の土器とほぼ同様の形態をとるものと考えられる。

つまり、器種としては 1形態だけである。やや高い上げ底で、狭い底部から、上外方にゆるや

かに内蒋しながら長くのびる体祁は、その体部中央よりやや上位で、さらに湾曲しながら強く

内傾し、いちじく形をなす。 口緑部は逆L字形で、水平または口緑蝠部がやや上方を向く。凸

布は、体部上位に断面三角形のものを0~2条めぐらす。また、 1、3のように口縁端部に刻

み目を施すものもある。屈部は内外面ともナデ、体部は内面ナデ ・外面ナデあるいはタテ方向

のハケ目、 口縁部はヨコナデ。器高32.5~48+acm、口径（外）27.6~40.&m・（内）24.0~34.8 

cm. 1~6は甕棺募に使用されたもので、 7~10は調査区内の堆積土中から出土したものであ

る。しかし、同一形態をとることから、 7~10もやはり埋葬に関わるものかもしれない。

戸

5 (S T04 1'1 
戸

c
 •• ＂ぃ

6 (SJ 04上）

こ,¥Jd.F 守ー＂
Fig.273 弥生土器 2 (I/ 6 l 

2. 土師器 (Fig.274、PL.158)

器種と しては、壺 ・杯 ・高杯があるが、各々の数蕉はわずかでしかない。

壺 (11) I点のみである。丸い底部に、球形の胴部が付く 。底部から、上外方へ強く内湾しな

。
20an 

がらのびる丸みのある胴部は、そのままさらに内沼しながら、頸部へつづく。頸部のしまりは

強く、嗣部との境1こ稜をもつ。口緑部は、胴部からわずかに外反しながら、上外方へやや開く。

口緑端部では、逆にやや内湾ぎみにおさまる。 丸みをもつ。 器壁は、底部が厚いが、他はほぼ

同じ厚さである。底部は内外面ともナデ、胴部は内面ヨコ方向のヘラケズリ ・外面タテ方向の

ハケ目、口緑部は内外面ともハケ目後ヨコナデ、口縁端部はヨコナデ。器応14.4an、口径10.8
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"三 ＼Fig.274 土師器 ・土師汀土器 (I/4) 

叩。 S1'01古墳北方の堆積土より出土．

杯 (12~14) 3点とも、それぞれの形態あるいは瞬整の技法が異なる。 12は、厖部から口緑部

まで内湾しながら丸くおさまるものである。丸い底部から、上外方へゆるやかに内莉しながら

のびる体部は、その中位から強く内酒するとともに内傾してつづく。中位付近の張りは強い。

口緑部も、そのまま内湾する。口録端部は丸くおさまる。体部は内面の下半ナデ ・上半ヨコナ

デ、外而の下半ヘラケズリ ・上半ヨコナデ。口緑部は内外而ともヨコナデ。器高4.9cm、口径11.4

叩。SDOI溝跡より出土。 13 • 14は、庭部が平坦なものである。13は、平坦でやや広い底部か

ら、体部へは強く折れる。その税は明諒である。体部はゆるやかに内誇しながら、上外方へ開

いていく。口縁部は、体部からわずかに内傾する。口縁端部は丸い。底部は内外面ともナデ、

体部から口緑部にかけては内外面とも ヨコナデ。器高3.7an、口径12.4an、底径7.Oan. 調査区

北側より出土。 14は、 平坦で広い底部から、 体部へは強く折れる。その祝は明瞭である。体部

はほぼまっすぐに上外方へ開いていく。口縁部は、体部からやや内側へ湾曲する。口緑端部は

やや尖りぎみ。底部は内面ナデ ・外面糸切り離し、体部から口緑部にかけては内外面とも ヨコ

ナデ。器高2.8cm、口径12.1叩、底径8.4cm。STOl古坑の石室埋土中から出土。

高杯 (15)15は高杯の脚部片である。脚部は短く、ほぼまっすぐに下外方に開いてのびる。内

面はヨコ方向のヘラケズリ ・外面はクテ方向のヘラケズリ。残存器姦4.3an。表採。

3. 須恵器 (Fig.275、PL.158)

器種としては、壺 ・杯否 ・杯・謎 ・器台 ・甕で、形態の種類は多い。しかし、 各器種とも 1

~3点にすぎない。

壺 (17)17は体部下半を欠く 。丸みのある球形の胴部は、そのまま注く内湾しながら頸部へつ
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Ill. 遺物

づく。頸部のしまりも強く 、胴部との境に稜をもつ。胴部からは、上外方へやや強く折れて開

いていく。口蘇部へは、ゆるやかに外反しながらのびる。口緑部は上方へ短く折れ、内湾する。

口縁端部はやや尖りぎみ。口縁部に 1条、頸部に3条の沈線をそれぞれ廻らす。また、頸部上

位には櫛描波状文も施す。体部は内面ヨコナデ ・外面タクキ後カキ目、口頸部は内外面ともヨ

コナデ。残存器応14.5cm、口径18.9cm。STOI古坑の石至内から出土。

杯董 (18・26)18は、天井部の一部と口縁部を欠く。天井部はやや広く平坦である。体部は天

井部から、下外方に強く内湾しながらつづき、天井部と体部の境には明瞭な段を付ける。体部

は開かず、ほぼまっすぐに口縁部へのびる。天井部は内而ヨコナデ ・外面の上半ヘラケズリ ・

下半ヨコナデ、体部は内外面ともヨコナデ。残存器高3.5cm。STOI古墳の墳丘周辺から出土。

26は、天井部と体部の大半を欠く 。口緑部のかえりがなくなり 、折れる形態のものである。全

体的に旧平で、口縁部の折れもかなり短い。 S001溝跡の埋土から出土。

杯 (19)底部の一部を欠く。底部は広く平坦である。体部は、底部から上外方にやや強く内湾

しながら、短くのびる。立ち上がりは、体部から折れて、内傾する。やや長い。端部は丸く、

段をもたない。受部はやや短く、上外方へつづく。底部は内面ヨコナデ ・外面ヘラケズリ、体

部は内面ヨコナデ・外iliiの下半ヘラケズリ ・上半ヨコナデ、他はヨコナデ。器高3.5cm、口径13.0

cm、受部径15.1cm、立ち上がり高0.9cm.S TOI古墳の石室内から出土。高杯の形態も考えられる。

息 (20)口頸部のみである。体部から上外方へ開きながらのびる類部は、明瞭な段をつくつて

口縁部へつづく。口縁部は、頸部から折れてやや内傾するとともに、わずかに内湾しながら、

上外方へやや開く。口縁端部は、短く外側へ折れる。口緑瑞部の内面には、やや不明瞭である

が段を付ける。口類部は内外面ともヨコナデ。また、外面にはタテ方向の櫛描文を施す。残存

器高4.4cm.口径13.2on。STOI古坑の墳丘周辺から出土。壺の形態も考えられる。

器台 (22)脚部片のみである。脚褪瑞部は平坦である。脚裾部は、脚褪端部から強く内湾しな

がら、内傾してつづく。その箇所には、三角形の透し孔を配し、さらに下位に2条の沈線を廻

らす。また、櫛描波状文も施す。内外面ともヨコナデ。残存器高3.7cm、口径19.1cm。STOl古

坑の石室内から出土。

甕 (23~25)23-24は口緑部の一部を欠くが、ほぼ完形に近い。 25は大甕の頸部片である。 23・

24は同形態のもので、ほぽ球形をなす体部に、短い口頸部が付く。底部は丸く、強く内湾しな

がら上外方へのびる。体部はさらに丸く内湾して、頸部へつづく。頸部のしまりは強いが、体

部との境はやや明瞭ではない。頸部は、体部から強く外反し、短く開く。口緑部はそのままお

さまるが、口縁端部は上方へ短くのびる。 23よりも、 24の体部の張りが大きい。調整はほぼ同

じであり、底部は内外面ともナデ、体部は内面が同心円文のタクキ後ヨコナデ ・外面が平行文

のクタキ後ヨコナデ、口頸部は内外面ともヨコナデ。 23の器高26.7cm、最大体部径26.3cm、ロ

径15.9cm.24の器高24.9cm、最大体部径27.3an、口径17.1cm。いずれも、 STOl古墳の墳丘上
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IV. 小 結

に造られた廷の、移設の際に発見されている。 25は、ゆるやかに外反しながら、上外方へ大き

く開いていく頸部である。類部には2条の沈線を廻らす。また、櫛描波状文も施す。内面ヨコ

ナデ、外面の下半はカキ目。

4. 土師質土器 (Fig.274)

土器としては 1点だけを確翌している。器種は壺であろう。

曼 (16)体部の下半を欠く。強く内湾する体部は、頸部へ大きく内傾しながらのびる。頸部の

しまりはあまり強くなく、体部との境もやや不明際である。頸部は、体部から強く折れ、上方

ヘ短くのびる。外側へは開かない。口緑部もそのままつづき、口緑端部は丸くおさまる。体部

は内面ハケ目・外面ナデ、口頸部は内外面ともヨコナデ。残存器高6.4on、口径14.Oon. S TOI 

古瑣墳丘周辺から出土。

IV. 小結

東田遺跡における今回の調査では、後世の削平を受けた範囲がかなり広いため、検出した各

遺構から、この地域の状況を概観し得るまでには至っていない。ひとつの参考資料として、考

えておくぺき遺跡であろう。以下に、各遺構について少し概略してみる。

まず、甕棺碁群であるが、確認した 4基はいずれも小型棺の規模のものでしかない。また、

調査区域内で他に採集された弥生土器のなかにも、大甕・ 大鉢の類はまったく発見されていな

い。つまり、調査においては、大型棺と考えられるものが無く、ある一定の範囲にのみ集中し

た小型棺の検出に終っている。この状況が、そのまま地域の墓域形成の特徴として把えられる

かどうかは疑問であろうが、ひとつの参考例として掲げておく。時期としては、弥生時代中期

前半が考えられる。

次9こ古墳であるが、 STOl古墳は周溝が確認されていないものの、調査の状況から直径20m

ほどの、やや大型の円墳を推定できる。また、出土遺物からみて、その築造時期は6世紀前半

～中頃が考えられる。この地域においては、 6 世紀中頃～後半に庚申堂塚・剣塚•岡寺古墳 （い

ずれも前方後円墳）それに田代太田古墳 （円墳）など、県下を代表するほどの大型古墳の築造

が相次ぐが、以上の調査成果から、 STOI古墳はまさにその前段附に位置付けられるものであ

る。さらに、時期的にはもちろんのことであるが、立地・規模 ・墳丘構築方法 ・石室内部の彩

色などの諸様相を把えてみても、このSTOI古墳はこれら大型古墳へとつながる要素をもって

いることが認められる。このようなことから、地域の豪族層が6世紀中頃以降1こ飛躍的に勢力

を強めたとすれば、その前兆は、 STOJ古墳に例証されるように、少なくとも 6世紀前半にあっ

たとみてよいであろう。そして、その遠因となるのは、ひとつには北部九州全域を巻き込んだ

527年の磐井の乱も想定できよう。
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本川原遺跡

遺跡名：本川原迫跡（略号HGR)
所在地 ：鳥栖市田代昌町字石町
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本JII原辺跡

本川原遺跡

I. 遺跡の概要

本/II原造跡の所在する民栖市は佐賀県の束南踏に位沼する。佐汀↓印束南部の神埼郡、三狡基

郡、および烏栖市の行振山系の面麗一帯は標高1000m前後の山々から派生する砂礫台地が、あ

るところではさらに細かく派生し、あるところでは島状に発達する地術である。この砂礫台地

の間には大小の河川が貫流するとともに、また谷底平野がよく発達している。

この佐灯平野でも東部に特徴的な地形は古来よりの生活の跡を特によく残している。これま

でのところ先土器時代以降の諸遺跡、遺物が発見され調査されてきたことは第 11.tで述ぺられ

ている通りであるが、本川原遺跡もまた、このような砂礫台地の一つ、通称柚比丘陵の最南端

に残された遺跡の一つである。

古来より交通の要所であった烏栖市の状況は今日でも変わらずJR線、 高速自動車道、国道

などの分岐点が本市に集中している。特に本迫跡の中には、南北にJR鹿児島本線と国道3号

線、東西に困道34号線が貫通し、南に接して九州横断自動車道、西に接して旧長崎街道が通っ

ているなど新IE!の交通網の集中する地点でもある。

l. 過去の調査

本JII原遺跡は、今回の関査以前に3回の発掘調査が実施されている。第 1次濶査は九州縦!'!・

横断道の屈栖インクーチェンジの設認に伴う国道3号線の拡幅工事の事前調査として1973年度

に佐賀県教育委且会によって実施された。この調査は几栖市永吉町字本/II原の国道3号緑の沿

線の様高26mの段丘末端部に位四する。ここから弥生時代終末の方形周溝；；；2基、竪穴住居跡
註 I

5軒、 土壕、溝跡等が検出された。

第2次調査は翌1974年、国道34号線の改良工事に先立って、 1次関究区とは国道3号線を挟

んで西隣り 、3号線と34号綜とのIll)に挟まれた段丘状の約4.soo,rrを対象にして佐賀県教甘委且

会によって実施された。調査の結果、弥生時代終末および7世紀代の竪穴住居4軒、およびこ

のうちの弥生時代終末の竪穴住居である 6号住居に付随すると考えられている小路 1、古墳時

代後期のものを含む土填3基、貯蔵穴 1基が検出された。このうちの貯蔵穴と報告されている
駐2

遺構は今回の調査区でも検出された2基連結の土填と同様の形態をしている。

第3次調査は、烏栖市永吉町字本川地内の永吉交差点横断地下道取付け道路工事の事前の発

掘閥査として佐双只教育委員会が烏栖市教育委貝会の協力のもとに1978年7月28日から同年9

月26日まで実施した。調査地は 1、2次潤査区の北方約150mの標高22~25mの段丘末端部の紐

傾斜面に位貨し、面積1.040吋が対象とされた。調査の結果、縄文時代の袋状竪穴2基、 7世紀
註3

代と想定される竪穴住居跡3軒、歴史時代の溝跡2条などが検出された。
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I. 遺路の概要

Fig.276 遺跡周辺状況図 (I/5000) 
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2. 今回の調査
Fig.277 遺跡周辺地形Ii!!(l /3000) 

今回の調査地区は、国道34号線の田代8町交箆点から JR鹿児島線に架かる田代橋間の道路

附沿いの標?.;¥26~20mの段丘上と傾斜面である。ここは 1~3次調査区の南～南西側にあた

る。九州横断道から国道34牙椋への降りn<オフ ・ランプ）を付設するエ項に先立ち1989年12

月に確認調査を実施した結果、丘陵状は大部分が削平されていたが、国道南沿いの丘陵上の一

角 (B地区）と一段低くなった部分 (A地区）およびJR鹿児島本線に沿った南束斜面畑地 CC

地区）については遺構が確認され、合わせて3.000m'について発掘調立を実施することになっ

た。 1989年12月14日にC地区南斜面下から掘削機により表土剥ぎを開始し、漸次北側丘陵上へ

と進行した。 C地区終了後、引 き続き A•B地区の表土倒ぎを実施した。表土剣ぎを開始して

間もなく、人力により遺構の検出と発掘調査を実施した。調査は調査貝3名と男子作菜貝2名、

女子作業月19名によって実施した。 C地区は畑地として造成された際に一部は削平されていた

が比較的遺構の残りは良く古墳時代後期～奈良時代の遺構が主として検出された。これに対し

てA地区は若干の小穴 ・溝跡が検出され、遺物は土師器の小片が出土しただけであった。また、

B地区も土墳2基が検出されたが遺物は出土しなかった。 1990年3月30日、 C地区の遺構実測
託4

を母後にすぺての現湯作業を終了し日本辺路公団武雄工事事務所に現地を引き渡した。
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I. 遺跡の概要

3. 調査区の概要

今回の調査区は、先述のように柚比丘陵の末端付近に位柑するが、国道34号線沿いの標函・約

27.Smの蚊石所一帯は削平のため西よりの一角のみを調査対象にした (B地区）。 しかしなが

ら、西側のA地区および南側斜面のC地区は逍構遣物が検出され、特にC地区に比較的まとまっ

た遺構群が確認された。

A地区はB地区より一段低くなった標麻約24.4mの宅地跡である。国道34号線の拡幅計画部
註5

分との接続部分にあたり 4mx 17mの狭長な調査区を設定した。現地表下約90cmが遺構検出面

であり、注い土壌3と溝跡1条を検出した他は小穴のみであった。遺物は遺構内からは出土せ

ず、包含府中に土師器の小片が含まれていただけであった。

8地区はほとんどが削平されているとされた調査対象地位高部の西端である。この祁分は西

閲のA地区方向に向かって低くなっており遺構が削平から免れている可能性があったため設定

した4.5mX6.Smの調査区である。ここからはC地区や第2次調査で検出された 2個迎結乃至

これに把じる形態の土填が2基検出されたが遺物は出土しなかった。

C地区は現況が北から南に下る 4段に造成された畑地であった。西側は調査区外、東側はJ

R鹿児島線によって削平されている。ここからは竪穴住居跡が、6世紀後半~7世紀代のもの

7軒、 1世紀後半~8世紀代のもの 1軒、時期不明のもの2軒の合わせてJI軒、概ね8世紀代

と想定される掘立柱建物8棟、土塚、溝跡、埋設土器、小穴等の遺構と、先土器時代、古項時

代、奈良時代の遺物が出土した。
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本川原遺跡

Fig.279 C地区遺構配ぼ図 (I/400) 

ー 402-



）．遺跡の概要

註

I. 木下之治木下 巧 天 本 洋一 「本川原遺跡」 1974年3月

佐双梨教可委員会 建設安佐双国道工事事務所

2. 木下之治木下巧天本洋一 「本川原遺跡＝第 2次潤査＝」 1975年2月

佐双県教育委只会 建設省佐打困道工項事務所

3. 紅 ー表藤瀬禎博 石橋新次 「本川原遺跡第3次発拙調査報告J 1979年3月

佐賀囚教行委員会

4. 家田玖ー 中品恒次郎 中摩洛太郎 「本川原遺跡J 九州横断自動車道関係埋蔵文化財

発掘調在概報第12集 1990年3月 佐賀県教行委員会

5. 調査区と国道34号船との問の幅約I0~25mの区間は述設行による拡幅工事計画があり、この部分

については改めて建設もと協議することになっている。

Tab.40 遺構一覧表

｀ 
農遺雷 綱号 届け 形態 規 撲 (ml 出 .I: 遺 初 吋 代

I C SKOi 土 墳 累A万S 長径(l.8) 短径1.1, 深さ0.25 土師 1

2 • S X02 四 遺構 不聾形 附北(6.0) 年 (3.0) 深さ0.36 布目瓦3 土緬カメ片須恵片 点 R

3 H S K03 土 墳 “ 父tlJ.80 短径(0.6) 深さ0.5 布g瓦須恵杯葦身カメ片

“ 土llli カメその他

' • SK04 ＂ 惰円形 艮往1.70 屈往(1.10) 探さo.,s土師杯カメ ” 
5 II SK05 ＂ ” 長柑J.84 III往1.38 汽さ0.66 須恵片土面カメ片

6 II $B06 磁 物 lA• 磁 Jl!i'Ji3.00 附北3.80 須恵片-~ 高合付汗土師片
古 n嶋住 カメ

7 " S 807 ” ” 東 111北3.20
須恵杯、石杯輝、蓋、カメ癒行

＂ 土節、軍

8≫  S KOS 土 填 属良万患 良径2.03 組程1.55 深さ0.33
赤須恵カメ 5 土絹jヤ現代

現代
プ9スチック

9 n SK09 If 惰円形 良径1.30 紺径1.00 深さ0.勾
須恵片石製訪鰹東土晒片

古 ね
杯g片等

10 • SKID ” 不形 長程2.7 短往1.20 深さ0.2 須恵杯、蓋．身土師Wll II 

II • SKII ＂ 帽円形 長径1.38 短径0.99 深さ0.42 土軒噸 カメ片 II 

12 11 SK12 ＂ 鼠 11!1 長往us恵往1.97 深さ0.25 土釘カ メ片 他 瓦llll片2 中世

13 N SKl3 ” 不塁形 長程1.6 思1苓1.3 深さ0.3 土llliカメ片儒 古項 ？

＂ 
n SXl4 千明遺構 ” 長径1.24 紅復0.88 裟さ0.14

土団カメ ,1ヽ形壺破片高杯片

須恵片

I;, N SKIS 土 填 ＂ 長程2.98 短ほJ.96 荘さ0.お
須恵杯9 董カメ片

古 慎
土籐カメ片他

16 11 SX16 不明遺構 ” 長径(1.26) 短往0.74 深さ0.24 土師カメロ縁 須恵杯身高台付

17 " SBl7 聾穴住篇 万形 東i"i<.23Ill北(1.65) 深さ0.28 須恵杯g 冨か付這カメロ縁 古墳
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II, 農tり日月 形感 規 撲 !ml 出 土 遺 物 時 代

18 ,, SK19 土 填 惰Pl形 只往l.11X組i号0.13X深さ0.19
土llliカメロ縁2 土師破片
須恵片

19 C S 820 立ヽU亀欝 i胃X!III 東西2.64 111北3.00
須恵杯這(PI) 投 瓶須恵杯

古墳
(P 3) その他の土師片

20 SB21 II “ 康lli3.00 剛北3.80 土1liカメロ縁er2 > 須恵片 ” ” 総往

21 11 S B22 " II 東西2.96 剛北3.02 ” 
22 JI S 823 II II 匹 3.≪111北l.6< 土晒カメロ縁CP3) 土邸片他

＂ 
23 ，， S R2•1 “ II 東i!'iJ.00 附北3.24 土緬片 ＂ 
24 ” S 825 “ 

？鑓X填
東 (2.70)11! 北2.88 須恵杯片土(P晒3片) 土師~l杯片

“ 令.? 須恵片

25 ” SB26 竪住居憾 方形 東ヽ.IS 膚北4.ヽ7 探さ0.28
須恵杯it(高台） 嘉杯(NJ嶋二段

＂ スカシ） 土晒カメ、杯

26 II 5B27 II “ 軍西4.85 l!f北(1.29) 深さO.S2 須恵杯蓋土的カメ 翫石 “ 
27 “ SB28 “ II 東 s.お胄北◄ . 90 深さ 0.54

土師カメ If Iii 須恵杯身．董

“ その他破片

28 “ S 829 “ “ 東西(2.67) Iii北5.10 深さ0.62 土緬カメ 須恵杯身蓋 高杯艇i
＂ 

” ” 5D32 溝 講状 長さ4.86X幅0.砂 X深さ0.08 土晒片 1

” “ S 033 II II 長さ—x蝙I.SoX深さ0.29 須恵杯身 1 土的片（把千片） 古 墳

31 ” S X34 不明遺携 不整形 東西,.o 附北3.0 深さ0.6 須須恵恵区高杯杯董罠 杯身葦 土師カメ
慣辰片 ナイフ形石笞 ” 

32 ” S B35 甕穴邸島 万形 東洒3.58 剛北(2.19) 双さ0.33 須恵小片（杯董、高杯）

＂ 土緬カメヽfヽIt

33 ” S X36 不明遺蠣 L字形 庫西2., 1ll北2.5 森さ0.05 土師カメ片

Jヽ ” S X37 ” ”彰 東函,.s 附Jt4.0 深さ0.05 須恵杯3片土緬カメ他破片

35 ． S K38 土 填 惰円影 艮径1.64 短径I.JO 深さ0.19

36 ” S ll39 竪眺憾 ガ影 東西(3.54) Ill北1.98 深さ0.28 土繹カ メ 須恵杯董片土晒片 古 項

37 ” S 840 “ ” 東洒2.73 附北2.26 深さ0.15 須恵（赤燒）杯董、杯醤 土的カメ 古填～崇良

埠 ” SX41 不明遺構 “ 稟西2.42 剛北2.06 深さo.,o 土記直（底昂） 須速片 古 墳

39 ” SBヽ2 皇穴試菖 万影 賣 0.67) llf)t(2.48) 讚さ0.3' 土的片 ＂ 
•0 ” S R43 

＂ “ 東 (0.28) 再北(3.07) 探さ0.ね 土配i片 “ 
41 ” SBヽ4 血往建杓 這 xMG 東函4.51 冑北5.9'1 土晒カ メロ縁(P10) 土蒻片 II 

42 ” SK•S 土 墳 員檀l'l.9 長荏3.4 屈琵1.6 !!lさ1.2

<3 ,, SK'6・41 II “ 長托3.36 磁往I.I 深さ1.06 土晒片 古墳～奈良？
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I. 遺跡の概要

｀ 
百遺冨 虜号 遺檀 M虜l) 影應 規 復 (m) /JI 土 遺 物 時 代

“ ” SX48 不明遺構 不雙方B ll(西3.16 清北1.3 況さ0.2 土IJljカメロ縁須恵It 土師片
古 坦D.¥JI石

45 ． S13<9 豊住 万形 東洒ヽ .93 隋北2.30 深さ0.11 須恵杯董土高カメ “ 
46 C SKSO 土 墳 長璽RIil 長径3.24 短径1.12 深さ0.37 這カメ石鱈 刃恵杯9 ” 
•7 • SKl?•Sl 土 墳

＂ 
只往3.4 短径1.16 IiさQ.94 土鉛/l• L

48 、1 S K5' 
” 員＂円g 投径2.08 短径0.91 深さl.04 須恵杯身高杯即 土師カメ

49 • sxs.s 不明遺構 不監影 長径1.7ヽ 短径I.鯰 只さ0.12 土師高む付嗣 カメ片須恵片 古 墳

” 
• sx必 “ ” Jl(i!il.7 1f! 北1.8 深さ0.、 土飩片須恵片

＂ 
51 • S X57 II 只~i'lll 長楼6.ヽ0 短狂2.57 戻さ0.39 須恵杯身土睛カ メロ縁その他 ” 
52 • sx胡 II 胃丸力駐 長径(0.88) 紺径l,0 深さ0.8'

伊万里皿片 Jl!I搾片土師片
近世

須恵片

” 
• SX59 “ 溝状 長さ4.ヽ 蠣1.34 深さ0.2

須恵杯片• 土的カ メ片
古 墳

その他磁片

54 n SX60 “ “ 只径2.S 短径1.0 深さ0.3 須匹 土闘カメ片 II 

お • SX61 " 楕円形 長径1.18 短荏0.68 深さ0.63 土師カメ片須恵片

お II SX紐 II 

“ 氏径U8 短径o.,a深さ0,2& 土的片

57 " S X63 ” 蠣 状 長往1.8' 俎往o.~ 深さ0.30 堪津片須恵片土舒片 近世

58 N SX給
＂ 

惰円影 比径l.56X短径l.l4X深さ0.6ヽ

59 “ S X67 “ ” “狂l.26X囮径0,7い＜深さ0.43
須量片（宝埠つまみ）

古 墳
土記片、石鑑

60 ＂ 
S X6S “ 調 状 東西S.8 lW北3.0 深さ0.1 須恵片土師片

61 " S D69 溝
＂ 

伐さ3,56X蝙0,33X深さ0.26 土llli片

切 1t SK70 土 墳 惰円彩 長径1ふsx短径l.02X深さ0.56 土師片 1

63 • SX71 不明遺蠣 11彩？ 晨径?X短径Cl.03)x深さ0.18 埠片 1

“ • S872 置穴庄n 方形 東ili(2.お） 剛北(1.17) !Iさ0.23 土師カメ片

応 • $X74 不明遺講 不整形 艮径3 短径2.50 深さ0.21)
須恵杯壺片• 土師片布目瓦

奈良
（土師J'I) 石醤6

給 • S X75 “ ” 氏径(1.54) Ill径 .59 深さO.JJ 土師カメ片

67 “ S076 溝 溝状 及さ3.4 幅0.6 深さ0,1

68 B SKn 土 墳 員書Pl~ 血 3.38 磁往I.S !l! さ1.08

69 ＂ 
S K18 ． 

“ 長径3.08 短径1.2 謀さ1.28
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本Ill原遺跡

n. 遺 構

1. 竪穴住居跡

S817住居跡 (PL.162)

C地区の南側に位図する竪穴住居跡である。南半分が削平されているが、平面は方形あるい

は長方形であろう。東西軸4.23m、肉北軸l.65+am、深さ0.28m0壁は、床面からややゆるや

かに立ち上がる。床面にいくつかの小穴を確認できるが、住居跡の柱穴との関係は不明。北盟

のほぼ中央に、墜の外側まで掘りくぼめた長径0.95m、短径0.邸mの楕円形の掘り込みがみら

れる。南側に焼土も残存していることから、壁の外まで掘り込む形態のカマドの跡と思われる。

遺物は須恵器杯身、短類壺低、土師器甕、甑等の破片が出土した。

S872住居跡 (PL.162)

中央部に位設する竪穴住居の一群より、やや西側に離れた竪穴住居跡である。ほとんどが削

平されており 、住居跳の北東隅部分しか残存していない。東西軸2.05+am、南北軸l.17m+

L
11 21. 7
0
0
m
 

r
 

_j  

―L=21.700m 

2m 

Fig.280 S B 17住居跡 (l/60) 
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II. 遺 構

am、深さ0.28m.墜は、床面からほぽ垂直に立

ち上がる。北壁に 1個の小穴を確認できるが、

住居跡との関連は不明である。桁円形で、長径 L 

0.41m、短径0.33m、深さ0.15m。また、 この小

穴から東壁に添って、幅0.10~0.lSm、深さ

O.Ol~0.02mのきわめて浅い溝状の遺構が続

く。遺物は、土師器甕片が出土した。

S 827住居跡 (PL.!63)

調査区中央部に位因する竪穴住居群の 1軒で

ある。北西隣をSB26住居跡、また南側をSB

49住居跡と、それぞれ切り合う状況にある。い

ずれも、 S827住居跡のほうが古い。 一 A

北側の一蔀しか確認できないが、平面

は方形あるいは長方形であろう。東西

軸4.85m、南北軸l.29+am。深さ0.52

mで撻は床面から垂直気味に立ち上

ノ＇
L=ll,Q!)Om 

~ ミ
0 2 m 

Fig.281 S B 72住居跡 (I/60) 

...J 

がる。床面に2個の小穴を確認できる 一―

言言已言且誓竺；轟麟;m 

L =23.600m 

のものである。両袖の先端には石を使 Fig.282 S B 27住居跡カマド()/60) 

用している。カマ ドの東隣には同灯の土により幅0.5m、奥行0.8m、高さ0.04~0.0Smの低い棚

状の構造物が付設してあった。この砂質土で構築された袖部および台状部は検出中の観察では

非常に硬質であった。西側には、幅0.2~O.Sm、深さ0.05m浅い溝状の遺構がつづく。 遺物

は、須恵器杯査、身、土師器甕、砥石等が床面直上や少し浮いた状況で出土した。

S B4痘居跡 (PL.163)

中央部に位四する竪穴住居群の一軒である。北側をS827住居跡と切り合う状況にある。27

と接する北壁のラインがやや不明確であったが土庖断面の観察等からS827住居跡のほうが古

いと判断された。平面形は北側半分しか確認でさないが、方形あるいは長方形であろう。 束西
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Fig.283 S B 27• 49住居跡 (I/60) 
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II. 遺構

軸4.93m、南北軸2.30+am、深さ0.44m。限は、床面からほぼ垂直に立ち上がる。床面に10個

以上の小穴を確認できるが、住屈跡との関連は不明である。また、北堅の中央より若干l紺側に

やや浅い堀り込みがありその上面に焼けた粘土が分布していた。明確なプランは把掘できな

かったがこの部分にカマドを構築していたと考えられる。他に、北西隅1こ浅い掘り込みがみら

れる。住居跡との関連は不明である。遺物は、 土師器甕等が出土した。

S B26住居跡 (PL.163)

中央部に位はする竪穴住居群の一軒である。東閲の一部をS827住屈跡と切り合う状況にあ

る。 SB27住居跡の方が古い。平面は、東西軸4.18m、南北軸4.47mのほぼ方形をなす。深さ

0.28m。壁は、床面からほぼ垂直に立ち上がる。床面の小穴のなかで、 PI~P 4の4個はその

配凶から柱穴と確認できる。柱間は東西1.98mと2.05m、南北2.!0mと2.15m。柱穴の掘方は

p 4を除いて円形で、直径0.28~0.34m。深さ0.35~0.5Jm。柱根は不明。また、北西撲の中央

にやや浅い掘り込みを行い、その周囲に粘土を用いてカマドを楕築しているが、住居壁に若干

の掘り込みを設ける形態のものである。また、この掘り込みの両端にカマドの下部が袖上に残

存している。他に、西隅に浅い掘り込みがみられる。住居跡との関連は不明である。遺物は、

須恵器杯身片、土師器杯、 甕小片等とともに台形石器が出土した。

S B28住居跡 (PL.163)

中央部に位位する竪穴住居群の一棟である。一帯には 6軒の竪穴住居跡が密染するが、その

S 829住居跡と切り合う状況にある。 S829住居跡のほうが古い。平面は、東西の長軸5.35m、

南北の短軸4.90mの隅丸方形で、本遺跡で最大規模のものである。深さ0.54m。壁は、床面か

ら垂直気味に立ち上がる。 床面の小穴のなかで、 Pl~P 4の4個はその配訳から柱穴と確紹

できる。柱間は東西各2.30m、南北も各2.30m柱穴の鼠方は円形で、直径0.23~0.42m。深さ

0.46~0.6lm。柱根は不明。西壁と北殿の各々の中央に、浅い掘り込みがみられる。粘土も残存

していることから、カマドの跡と思われる。また、 住居跡の内部には、 他に中央部と西 .F紺側

の3箇所に土墳状の掘り込みがみられる。中央部と南側のものは浅いが、西側の隅丸長方形の

SX61遺構は0.65mの深さをもつ。しかし、いずれも住居跡との関連は不明である。遺物は、

須恵器杯歪、身、 土師器杯、甕、洒等が出土した。

S B29ttl.!i跡 (PL.163)

中央部に位ばする竪穴住居群の一軒である。西側をSB28住居跡、また附東院をSB35住居

跡と、それぞれ切り合う状況にあったが、 28より古く35より新しい。このSB29住居跡のほう

が古い。東半分しか確認できないが、平面は方形あるいは長方形であろう。東西軸2.67+am、
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本川原遺跡
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38. 黒褐色土

硯褐色土と燒土の浪合土

O
・
 

Q. H 

疇
L~23. 500m 

2m 

Fig.284 S B26住居跡 (I/60) 

南北軸5.!0m、深さ0.62m。撲は、床面からほぼ垂直に立ち上がる。床面に掘り込まれた小穴と

西側のS828住居跡の床面下に埋没していた小穴のなかで、PI~P  4の4箇所はその配置か

ら柱穴と確認できる。柱間は東西2.60mと2.70m、南北2.45mと2.70m。柱穴の掘方は円形

で、直径0.35~Q.55m。深さ0.31~0.55m。柱根は不明。また、北壁にやや不整形な浅い掘り込
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II. 黒褐色土（貿色土祝入）
12. ff ( n 少量視入）
)). !Ill褐色土

I•• 掲色土
1$, 賛褐色土
16. Iii! 褐色土（黄色土 ・焼土讃入）

11, 'ヽ ( . 潟入）

2 ,n 18. /II褐色土（黄褐色醜浪入）
19, ff ( I I )  

勾．鳩色土と 賃褐色土の泣合土
21, 暗褐 色

I.I.I¥褐色土(S8認理土）

2. • 
3. 褐色土

4. 褐色士．と賣緑白色砂

の況合土

5. 胄縁a色砂と覺土

の混合土

6. 褐色土

？．黒褐色土

8. 児褐色土と青悼臼色砂

の辺合土

9. 汲褐色土

10息褐色土

II. 褐色土（況入物黒し）

12. • 
13. 貿褐色土

14. 躇掲色土

IS. • 

8 

—£ lヽ D
 

。
2 m 

Fig. 285 S828・29住居跡 (1/60) 21. " (貧色土プロック沿入）
23. 贄 褐色I:.褐色土の況合土

Fig.286 S1335住居跡 (1/60) 
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u. 遺 構

みがみられ、周辺には粘土も残存し、壁の一部も焼けていることからカマ

ドの跡と思われる。遺物は、須恵器杯身、高杯、土師器杯、甕、甑等が出土した。

S 835住居跡 (PL.162、164)

中央部に位はする竪穴住居群の一軒である。北側をS829住居跡と切り合う状況にある。 S

B2雌居跡のほうが新しい。南半分が削平されているが、平面は方形あるいは長方形であろう。

束西軸3.58m、南北軸2.79+am。深さ0.33m。壁は、床面からややゆるやかに立ち上がる床面

1こ5僭の小穴を確認できるが、住居跡との関連は不明である。また、北選の中央に長径0.94m、

短径0.69mの楕円形の掘り込みがみられる。粘土塊も一部残存していることから、住居壁を掘

り込む形態のカマドの跡と思われる。遺物は、須恵器杯身、 甕、土師器甕等の他、カマドの前

面より揆造鏡と考えられる土製品が出土した。

S B39住居跡 (PL.164)

中央部のやや北側に位固する竪穴住居跡である。北側にS840住居跡が近接する。南側が大

きく削平されているが、平面は方形あるいは長方形であろう。東西軸3.54+am、崩北軸1.98

m、深さ0.28m。壁は、床面からほぼ垂直に立ち上がる。北壁の中央に、短径0.73m、短径0.61

mの楕円形の掘り込みがみられる。掘り込みの東隣にはカマドの下部と考えられる粘土塊も一

部袖状に残存していることから、住居の壁を掘り込む形態のカマドの跡と思われる。また、カ

r 

L J 

¥

L
11 2
s
.o
o
o
m
 

／
 し

―L =25.000m 

。
Fig.287 S B39住居跡 (1/6-0)
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本川原遺跡

マドの東には住居壁を横方向に扶り込む穴が検出された。なお、 この掘り込みの面側に 2個の

小穴を確認できるが、カマド等との関連は不明である。遺物は、須恵器杯蓋片、土師器甕等が

主にカマド内やカマド周辺の床面直上の高さで破片の状態で出土した。

S 840住居跡 (PL.164)

中央部のやや北側に位ばする竪穴住居跡である。北側にS842住居蹄、雨側にS839住居跡

がそれぞれ近接する。平面は、東西軸2.73m、南北軸2.26mの隅丸長方形で、小形である。深

さ0.15mで壁は、床而からややゆるやかに立ち上がる。床面の小穴のなかで、P J~P 4の4

個は、その配区から柱穴と確認できる。柱間は束西各1.93m、南北1.39mと1.52m柱穴の掘方は

円形。直径0.14~0.2lmで、大変小さい。また、掘方は垂旺ではなく、中央部へ向けてやや斜

めに掘り込まれている。深さは、北東の柱穴が0.13mとかなり浅いが、他は0.26~0.4lmであ

る。柱根は不明。また、北壁の中央に楕円形の浅い掘り込みを行い、その周囲に粘土を用いて

カマ ドを構築している。カマド部からは、北側に約0.6mの煙道がのびる。遺物は、須恵器杯

I -~ 
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F'ig.288 S 840住居跡 (l/6-0)
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ll. 遺 構

蓋、高杯片、土師器蔓片等が出土した。

S 842住居跡 (PL.164)

中央部のやや北側に位磁する竪穴住居跡である。 L 

南側にS840住居跡が近接する。ほとんどが削平

されており、住居跡の北東隅部分しか残存してい

ない。東西軸l.67+a-m、南北軸2.48+a-m。深さ

0.34m。壁は、床面からややゆるやかに立ち上が

る。床面に 5個の小穴を確認できるが、住居跡と

の関連は不明である。また、東壁から北壁に添っ

て、幅0.17~0.65m、深さ0.05~0.14mの浅い溝

状の遺構が続く。遺物は、土師器甕片が出土した。

ヽ
—L =25.200m 

O
'I● 

rm 

Fig.289 S 8 42住居跡 (I/60) 

S B43住居跡

もっとも北側に位囚する竪穴住居跡である。他の竪穴住居跡とはやや離れる。東側が大きく

削平されているが、平面は方形あるいは長方形であろう。束西軸0.28+am、南北軸3.07+

am、深さ0.22m。墜は、床面からほぼ垂直に立ち上がる。床面に10個ほどの小穴を確認できる

が、住居跡との関連は不明

である。また、北壁に直径

1.26m、短径1.02mの梢円

形の掘り込みがみられる。

深さ0.38m。粘土塊がわず

かに残存していることから、

カマドの跡と思われる。他

に、この掘り込みの西側に

2偕のやや大きめの穴を確

認できるが、カマド筍との

関連は不明である。西側で

S KSO土填と頂複するが本

住居跡が古い。

遺物は、土師器甕片が出

土した。
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本/11原遺跡

2. 掘立柱建物跡

S 806建物跡

調在区南側に集中する掘立柱建物群のなかで、最も北東隅に位憤している。他の建物とはや

や離れている。

2間X2 fill (3.00X3.80m)の総柱の面北棟。柱間の寸法は、梁行1.50m、桁行1.90m。柱穴

の掘方はほぼ円形をなすが、正径0.34~0.57mであり、規楔はやや異なる。深さも0.20~0.53

mで、やはり一定していない。また、柱根も確認できない。建物の南北軸の方向は、真北より

西へ 5·30•振れる．

L =22.5-00m 

L=22.500m 

疇
L =22.SOOm 

嗣。 2m 

Fig.291 S 806揖立柱建物跡 (I/的）
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II. 遺 構

S B07建物跡 (PL.165)

調査区南側に集中する掘立柱建物群の一棟である。南側に位屈するSH24建物跡、また西側

に位置するS820 • 21建物跡と、それぞれほぼ並ぶ。

2問X2間(2.84X3.20m)の総柱の南北棟。各柱間の寸法はやや異なるが、その平均は梁行

1.42m、桁行1.54m。柱穴の掘方はほぼ円形をなすが、直径0.30~0.75mであり、規模は大きく

異なる。深さは0.72~1.02mで深めであるが、やはり一定していない。柱穴には2段掘の箇所

もみられる。柱根は確認できない。建物の南北軸の方向は、其北より西へ3が30'扱れる。

遺物は須恵器片、 土師器片が出土した。
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本川原遺跡

S B20建物跡 (PL.166)

南側の掘立柱建物群の一棟である。束側に位置するS807建物跡とほぼ並ぷ。また、やや束

側に位設するSB21建物跡とは頂複する関係にある。柱穴の掘方の切り合い状況からみると、

S 821建物跡のほうが古い。

2問X2問 (2.64 X 3. OOm}の南北棟。各柱問の寸法はやや異なるが、その平均は梁行1.25

m、桁行1.45m。柱穴の掘方は円形である。直径0.41~0.58mで、ほぼ同じ大きさである。深さ

は0.13~0.80mで、 一定していない。南隅の柱穴を除いて柱根が確認できる。直径0.2~0.28 

m。建物の肉北軸の方向は、真北より西へ35'振れる。

遺物は須恵器杯蓋片、土師器片等が柱穴内から出土した。
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Fig.293 S 820振立柱建物跡 (1/80)
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II. 遺 構

S B21建物跡 (l'L.166)

南側の掘立柱建物群の一棟である。他の建物跡との位岱関係は、 S820建物跡とほぼ並ぶ。

また、頂複関係にあるSB20建物跡より古い。

2間X2間 (3.00X380m)の総柱の南北棟。柱間の寸法は、梁行1.50m、桁行1.90m。柱穴

の掘方はほぼ円形をなす。直径0.48~0.75mであるが、 0.60mほどのものが多い。深さは

0.60~0. 74mで、一定していない。すぺての柱穴で柱根が確認できる。直径0.15~0.22m。建

物の南北軸の方向は、真北より西へ39・振れる。

遺物は、須恵器片、土師器甕片等が柱穴内から出土した。
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本/II原遺跡

S B22建物跡 (PL.166)

南領の擬立柱建物群の一棟である。束へわずか ImのところにS824建物跡が位置してい

る• S B24建物跡が0.35m南へ下がるが、互いの梁行 ・桁行の方向がほぼ並行していることか

ら、これら 2棟は関連する建物だったことも考えられる。また、束隅部がS823ll¥物跡と厘複

しているが、その新旧関係は不明である．

2閲X2間(2.96 X 3. 02m)の総柱の東西棟。柱間の寸法は、梁行1.48m、桁行l.Slmで、ほ

ぽ同じである。柱穴の掘方はほぽ円形をなす。直径0.28~0.SOmであるが、 0.30mほどの小さ

なものが多い。深さは0.30~0.57mである。柱根は4箇所で確認できる。直径0.10~0.16m

で、細い。建物の南北軸の方向は、真北より40"西へ振れる。

遺物は検出されなかった。
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II. 遺 構

S B23建物跡 (PL.167)

南側の掘立柱建物群の一棟である。北側に位屈するSB22 • 24建物跡の 2棟と重複している。

S 822建物跡とは柱穴の掘方の切り合いがみられないので、その新旧関係は不明であるが、 S

824建物跡の柱穴とはそれを確認することができる。 S824建物跡が古い。

211lJX 2111J(3.44X3.64m)の総柱の南北棟。柱間の寸法は、梁行1.76m、桁行1.80mで、ほ

ぼ同じである。柱穴の掘方はほぼ円形をなす。直径0.40~0.69mであるが、 0.40m程のものが

多い。深さは0.23~0.59mで、一定していない。柱穴には2段掘の箇所もみられる。柱根は 6

箇所で確蕊できる。直径0.14~0.20m。また、東側桁行の中央と附隅の柱穴には、底面近くに薄

い板石がみられる。柱の根石の用途であろうか。廷物の南北軸の方向は、其北より25'45'西へ振

れる。遺物は土師器片が柱穴内から出土した。
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本Ill原遺筋

S B24建物跡

術側の掘立柱建物群の一棟である。前述のように、西隣りのSB22建物跡、また北側に位既

するS807建物跡と、それぞれほぼ並んでおり、 3棟が関連する建物だったことが考えられる．

また、南隅部がS823建物跡と重複している。柱穴の掘方の切り合い状況からみると、 S823 

姥物跡のほうが新しい。

2問X2問 (3.00X3.24m)の総柱の束西棟。柱間の寸法は、梁行1.50m、桁行1.62m.柱穴

の掘方は、ややいびつなものもみられるが、ほぼ円形をなす。直径0.42~Q.54mであるが、0.50

mほどのものが多い。削平が大きく 、現況の深さ0.25~0.71mで一定していない。柱穴は北側

桁行の中央の柱穴を除いて、すべて2段掘である。柱根は確認できていない。建物の南北軸の

方向は、真北より38"西へ振れる。遺物は土師器片が出土した。
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II. 遺構

S B25建物跡 (PL.167)

調査区南側に集中する掘立柱建物群のなかで、監も南西端に位四している。他の建物とはや

や離れている。

2問X2問以上 (2.88X2.70+≪m)の建物跡。建物跡の東側部分が調査区域外であるため、

全体の規揆は不明。柱間の寸法は、束側柱列間が1.44m、北側柱列間が1.46m。柱穴の掘方はほ

ぼ円形をなす。束側柱列の中央の小さな柱穴（直径0.20m)を除いて、他は直径0.36~0.45mの

ものである。深さは0.20~0.53mで、一定していない。柱根は3箇所で確認できる。直径

0.14~0.20m。 建物の南北軸の方向は、真北より 47•西へ振れる。遺物は柱穴内から須恵器片が

出土した。
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本川原遺跡

S B44建物跡 (PL.167)

調査区南側の掘立柱建物群から、約30m北側に一棟だけ離れて位設している。南間の8棟が

小規模で総柱のものが多いのに対し、この建物跡は規揆が大きく、やや状況は異なる。また、

S K45と重複しているが、この建物跡が新しい。

3問XS問 (4.51X5.92m)の東西棟。柱問の寸法はやや異なるが、その平均は梁行1.50m、

桁行1.19m。柱穴の掘方はほぼ円形をなす。直径0.25~0.42mであるが、 0.30mほどのものが

多い。深さは0.20~0.69mで、 一定していない。柱根は4箇所でしか確認できていない。あま

り明瞭ではなく、直径0.20mほどか。廷物の規模から考えると、柱はやや小さいようである。

なお、北側桁行の柱穴問にさら1こ柱穴らしきものがみられる。構造上この建物に関連する可能

性があるが、断定はできなかった。建物跡の南北軸の方向は、真北より38'45'西へ掛れる。

遺物は、柱穴内より土師器片が出土した。
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II. 遺構

3. 埋置土器遺構 (PL.168)

C地区の南西部のSB20掘立柱建物

の西約8mに位置する。径約0.45m、

深さ約0.3mの穴に須恵器の甕が据え

はかれた状態で検出された。既に甕の

上部約 1/4は梢失していたがそれよ

り下半は捐れないで遺存していた。但

し、底部は l箇所穿孔が見られた。内

部には土が充満していたが、 4層に分

離された土層の上Hから最下屈までこ

の須恵器の破片が含まれており、この

須恵器斐の埋土は破壊されたときの流 Fig.3-00 埋僅土器遺構 (I/20) 

入土で、当初、内部は空洞乃至それに準じた状況だったと判断される。

。

4. 土壇

S K03土壌

C地区の南東部に位設し東半分は未調査である。南北幅1.8m、東西幅0.6+am、深さは最深

部で0.5mを計り 、平面形は楕円形に近いと想定される。遺物は須恵器片、土師器片、布目瓦片

が出土した。

S K04土墳

C地区の南西部、 S820、21掘立柱建物跡の北西部に位訟する。東西幅1.7m、南北幅I.Im、

深さ0.45mを計り、平面形は楕円形を呈する。遺物は土師器甕、杯、皿等が出土した。

S K09土墳

C地区南部、SB24の北東角の柱穴と重複する。長径J.3m、短径I.Om、深さ0.2mの規校で、

隅丸方形状の平面形である。 SB24より新しい。須恵器、土師器、石製紡錘車が出土した。

S KlO土墳

C地区の南部中央に位置する。 SB07と爪複し07が新しい。南北幅2.7m、東西幅1.2m、深さ

O.l~0.2mを計り平面形は三日月形を呈する。 遺物は須恵器杯蓋片が出土した。
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本川原遺跡

S K45土墳{PL.168、169、170)

調査区の北側に位ばし、同様

の特徴をもつSK47、SK52等

とほぼ等距離にならんで存在す

る。長軸の方位はNil' Wであ

る。また、 S844と煎複するが、

S 844が新しい。長径3.4m、短

径1.6~2.0mの楕円形の平面

形を呈し、底面はほぽ平坦だが、

中央部に段差があり南側が約8

on低くなっている。深さは北側

が1.12m、T肴側が1.2mを計る。

また、底面には 4つの小7,があ

りそれらの深さは底面から0.5

~0.6 mを計る。遺物は検出さ

れなかった。

S K46 • 47土墳(PL.168、 169)

S K45の西約5mに位図し、

長軸の方向はNIT30'Wであ

る。 2基の土塙が接合した形態

の長径3.36mの長方形の平面

形を呈する。北側の46が長径

1.66m、短径l.lm、深さ1.06

m、南側のSK47が長径1.66m、

短径0.9m、深さI.Omを計る。

各々中央に小穴を有し、北側が

直径0.26m、深さ0.58m、南側が

直径0.24~0.30m、深さ0.54m

を計る。 遺物は46の小穴内より

土師器片が数点出土した。
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—L= 26 .000m 

L[I 

゜
リ\/ / 'r"~ ) n _J 

SK46・47 ， 2m 

Fig.301 S K45、SK46• 47土墳 (1/60)
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II. 遺 構
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S K77・78土墳
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ヽ

罐

S K78 

S K46・47土墳の西北西約4.5mに位既する。

46・47と同様二つの土壕が接合した形態の長径3.4

mの長方形の平面形を呈する土墳である。北側の L

53が長径1.64m、短径1.16m、深さ0.78mを計り、

術側の52が長径1.68m、短径1.18m、深さ0.94mを

計る。また、53の底面中央に直径0.2~0.3m、深さ

0.82mの小穴を有する。 52も騒面中央に直径0.26 -L=26,500m 

ー

J 

ー・ー・ヽ--ヽ
ヽ・

m、深さ0.49mの小穴が検出された。遺物は土師

器片が埋土上部より一片だけ出土した。

S K77土墳 (PL.169、170)

B地区で78と2基並列して検出された土墳であ

る。C地区のSK52・53土墳から約60m北西にあ

たる。長径3.38m、短径約1.5mの長楕円形を旦

し、長軸の方位はNST30'である。また、底面中央付近で段差があり、深さは北東隕で1.04

SKn 

m、南西側で1.08mである。底面には2個の小穴が長軸線上に検出されたが、南西側のものは

直径0.28m、深さ0.48mを計る。底面は特に北東側が壁面より外側にオーパーハングしてい

る。南西隅が調査区外に入っており一部が未検出である。遺物は検出されなかった。
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本Ill原遺跡

S K78土壕 (PL.170)

SK77の北北束約2mに77と並行して位既する。西端が調査区外にあたるが、長径約3.08m

で、隅丸長方形の平面形を呈する。中央に約25anの高まりがあり、この土填を東西に別けてい

る。深さはこの高まりより東が1.28m、西が1.12mである。底面にはそれぞれの中央に小穴が

検出されたが、東側のものが直径0.24~0.32m、深さ0.60mで、西側が直径0.24~0.34m、深さ

0.38mである。また、 77と同様に底面の隅がオーパーハングしている。

S K50土墳

調査区の北東部、 S843竪穴住居と S844掘立柱建物の間に位四する長径3.4m、短径1.12

m、深さ0.2~0.Smを計る不整な長方形の平面形を呈する土填である。また、 S843と重複し

50が新しい。

遺物は須恵器甕片、土師器甕、甑、石鏃等が土墳埋土の比餃的上部から出土した。

L _J 

―L =26.000m 

2m 

Fig.303 S K50土墳 (1/60)
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11. 遺 構

5. 不明遺構

本遺跡で不明遺構としたものは、 20基で全てC地区に所在する。この中には36、37、41等の

ように竪穴住居の可能性があるものの遺存状況の悪さから断定できなかったものが含まれるが、

他は不整形な平面形で床面乃至底面も凹凸が激しく一定の面を打しないものが多い。以下、特

徴的なものについて記述する。

S X02不明遺構

C地区の南東端に位消する。束西幅約3mで、南北は6mまで検出したがさらに附に関して

は遺構の範囲が不明確であった。深さはO.l~0.2mであるが、中央はさらに0.1mほど深くな

り2段掘になっている。不整形な平面形で調査中の観察では包含層の落ち込みの感が強かった。

遺物は須恵器類の他布目瓦片が数点出土したことが注目された。

S X34不明遺構

C地区中央部の東端に位設する。 S829と重複するが本遺構が古い。東西幅約4mを計り、

北側に一見カマドのような突出部を観察したため、当初住居跡の可能性も考えたが、南閲の平

面形が明確でなく、内部には床面もなく深さ0.6m 0)落ち込みが検出され住居跡としては不整

形であった。

遺物は、須恵器片、土師器片等とともにナイフ形石器が出土した。

S X36不明遺構

C地区中央部に位区しSX37とともにS828の北側に接して検出された平面形がL字形を呈

し、深さ0.05mの規揆を計る浅い落ち込みである。竪穴住居跡の隅の可能性も想定されるが残

存状況が悪く 断定できない。

遺物は土師器片が出土した。

S X37不明遺構

C地区中央部に位匠しSX36の東に検出された東西幅4.Sm、南北幅4m、深さ0.05mの平面

方形の浅い落ち込みである。但し北西部分は検出面と同レペルであり厳密には方形の平面形で

はない。竪穴住居跡の可能性があるがSX36と同様断定できない。

遺物は須恵器片、土師器片が出土した。
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本/II原遺跡

S X41不明遺構

C地区の中央部のやや北西側、 S840の北西5mに位屈する。東西幅2.42m、南北幅2.06m

を計る方形の平面形を呈する。附側の東西の隅は内側にややすぼまった平面形に見えるが、南

側が削平されたためで、元来はしつかりした方形の平ilii形だったと考えられる。底面は2段掘

になっており、深さは周蘇部は0.05mで、中央部はさらにO.lmほど下がる。土層では、 2段目

のレベルにあわせて中央の低い部分上に貼り床状の層が観察された。柱穴は検出されなかった

が竪穴住居跡の可能性もある。

遺物は須恵器片、土師器片筍が出土した。

S X60不明遺構

C地区の中央部、 SB28、SX36などの西側に位置する。検出面ではSX59、SX66などと

の平面状の区別が不明確であったが掘り進めるうちに長径2.Sm、短径I.Om、深さ0.3m程の不

整形な落ち込みになったもの。

遺物は須恵器杯溶t片、土師器甕片等が出土した。

SX7~ 明遺構

C地区の南部、 SX02の西側4mに位置する。長径3m、短径2.5m、深さ0.2mの規模で、

方形の土墳の術西部が西に突出した平面形を呈する。当初2碁の土墳が重複したものと考えて

発掘を進めたが、平面や断面で明確な切り合いが観察されなかったため一つの遺構とした。

遺物は須恵器杯身片、壺片、布目瓦片などが出土した。
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Ill. 遺 物

Ill. 遺物

1. 竪穴住居跡出土遺物

S B17住居跡出土遺物

須恵器

1~4は杯身。 1は口縁全周の約8分の 1を残し復元口径10.4an、口縁の立ち上がりは0.4an

を11tる。 2は口緑全集の4分の 1を残す破片で復元口径9.7an、器高2.lanを計り、 外面のヘラ

ケズリはほぼ底面に限られる。いずれも、口緑立ち上がりが矮小化した形態のものである。 3

は復元口径9.lan、器高3.65anを計る。底部にヘラ記号を持つ。ヘラケズリはほぼ臨面に限られ

る。 4は復元口径14.6an、器高4.6anを11tる。底部は外方にふんばる形態の高台がつき、口緑

部は外反する。ヘラケズリはほぼ底面に限られる。

土師器

5~7は口縁部の外反する甕。 5は復元口径13.6cm、6は12.0cm、7は14.2cmを計る。 5は

磨耗のため器面調整不明確。6、7は外面ナデ、内面は口縁直下まで縦方向にヘラケズリを行

い口緑部はヨコナデを施す。

8は把手。
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Fig.304 S 817住居跡出土遺物 (1/ 4) 
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S 827住居跡出土遺物

須恵器

9は完形の杯壺。口径12.4cm.器高3.6cmを計る。口縁端面は丸く 、面はつくらない。外面の

ヘラケズリはほぼ天井部に限られる。天井部にヘラ記号がある。 10も杯蓋。全周の約4分の I

を残す破片で復元口径11.2cm、器応3.4cmを計る。外面のヘラケズリはほぼ天井部に限られる。

11、12は杯身。 11は復元口径12.5cm、器高3.5cmを計る。立ち上がりの高さは1.0cm、外面へ

ラケズリは器高の3分の 1弱に施される。 12は復元口径12.4cm、器高3.15cm、口縁部の立ち上

がりの高さ0.8anを計る。外面のヘラケズリはほぼ底部に限られる。底部にヘラ記号がある。

このうち 9は床面から出土したものである。

土師器

13~20は甕。13は復元口径15.8cm、残存器高16.3cmを計る。 外面は縦方向のハケメ、内面は

ヘラケズリで調整し、口縁部はヨコナデを施す。 14は胴部中位以上を残す破片である。復元口

径13.1cmを計るが頸部が外側に張り最大径が胴部中位にくるものである。 15も同形態のものか。

16は復元口径13.1cmを計り最大径が口縁部にあるものである。頸部はほとんど張らずに胴部に

移行する。 17も同形態だがやや大形のものである。 18は最大径が朋部にあるものである。これ

らは13と同様外面ハケメ、内而ヘラケズリ、 口縁部ヨコナデである。 19、20は厖部である。

石器

21は砥石である。断面柱状を呈し、 一方の端部が細くなり、折れている。 4面が使用されて

いる。

S 84呻跡出土遺物 (PL.171)

土師器

22~24は甕．いずれも口緑部のみの破片である。 22は復元口径19.6cmで頸部が張る形態のも

のである。 23は復元口径.19.0cmで同様の形態のもの。 器面調整は外面ハケメ、内面ハケメ、ロ

緑部ヨコナデである。 24は復元口径10.5cmで頸部が張らない小形のものである。

S B26住居跡出土遺物 (PL.171、172、173)

須恵器

25は杯身片。高台の付く形態のものである。

-432-



Ill. 遺 物

S 827 猜瓢翠、

10 
900-03387 

，
 

7
 

2
 

3
 。゚

1490 
"u”
 

rノー
『

9
9

彎

じ
．．
 
＇ 

←7二《15
90003388 

了手ー『16

90002220 

・: 

19 
, 0003369 

．． ー・

~ 
20 
90003366 

゜
21 
90003389 

S三¥
可：

90002225 

90002221 

•
[
i
如
．

＼、
．

23900

一こ‘[八．
〇
-

O
・
 

Fig.305 S B 27、49住居跡出土遺物 (1/ 4) 
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本Ill原遺跡

土師器

26~33は甕。 26、27は口縁「く 」字形を呈する。いずれも顕部が外に張り、最大径が胴部に

くる形態のものである。 28、29、30は口緑部に最大径があり 、胴部が若干張る形態のもの。 31、

32は同様に最大径が口緑部にあり、頸部が張らずに胴部に移行する形態のものである。 33はロ

縁部が「く」字形で胴部が丸く張る形態のものである。胴部最大径付近に把手の痕跡がある。

34~36は杯。いずれも破片である。 34は復元口径12.6cm、器高4.9cmを計る。

石器

37は台形石器。先端幅は、一端がわずかに新しく欠拐しているがI.95on、基部幅は0.9cm、

長さ1.4cm、I'}.さ0.4cmを計る。両側緑は二次調整倒離を施している。半透明の黒色黒曜石製．
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Fig.3-06 S 826住居跡出土遺物 (l/ 4) 
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Ill. 遺 物

S 828住居跡出土遺物

須恵器

38~41は杯蓋．いずれも小破片である。 38~40はかえり の付かないもので、 41は付くもので

ある。 42~44は杯身。 42、43は立ち上がりのあるもの。 42は復元口径11.6anを計り立ち上がり

は0.7an、43は立ち上がりは0.4四を計る。 44は高台の付く形態のものと想定される。

土師器

45~鵠は甕。 45、46は小形で最大径が口緑部にある形態のもの。 47、48は最大径が胴部にあ

る形態のもの。 49は甑の底部破片。50は杯。復元口径13.0cmを計る。

S 829住居跡出土遺物 (PL.172、173)

須思器

51~54は杯身。いずれも口緑部に受け部がある形態のもの。 51は立ち上がりの高さ0.9cm、52

は復元口径10.40!1、立ち上がりの高さ0.8an、53は復元口径12.6an、器高3.8an、立ち上がりの

高さ0.8anを計る。 54は口縁部を欠くが、受け部での復元口径はll.3anである。

55は高杯の脚部のみの破片である。

土師器

56は杯。復元口住15.7anを計り、体部は丸く 立ち上がる。 57~63、65は甕。57は復元口径24.5

anを計る。口緑部は丸く外反し閲部はゆる＜外方に張る。 58~61は口縁部が外反する形態の小

破片。いずれも外面はナデ乃至ハケメ、内面はヘラケズリを行い口縁部はヨコナデする。 60は

内面の口縁部と体部の境にヘラケズリによる稜線が形成されている。 62は復元口径12.2cmを計

る。口緑部はゆるく外反する。 63は口縁部が 「く」字形に短く外反し、月部、胴部はそれほど

外に張らない形態のものである.65は復元口径12.0onを計る。口縁部は短く外反する。

64は把手。

66は甑の底部付近の破片である。外面ハケメであるが、他の部分は磨耗のため不明確である。

石器

67は出土遺構がSB28か29の区別が付かない遺物である。厚さ0.85onの偽平な石材が研閉さ

れている。一端が折れており全形は不明である。
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Ill. 遺 物

S B35住居跡出土遺物 (PL.174)

須恵器

68、69は杯身。邸は全形の復元されるもので、復元口径11.2cm、器高3.&m、立ち上がりの高

さ0.9cmを計る。床面出土。 69は口縁部のみの小片であるが、立ち上がりの高さは1.0cmを計る。

70は筒形の椀。体部に2本単位の沈線が施される。底部は細かな単位の静止ヘラケズリが施さ

れ、ヘラ記号がある。 71は甕の口舷部片。口紘が外側に肥口するものである。

土師器

72~75は甕。 73は復元口径が15.6anを計り、口緑部が丸く外反し、最大径が胴部中位にくる

形態のもの。 74は復元口径14.&mで、位大径が口緑部にくるものである。75は小形の史で、短

く外反する口絃に日の張る器形である。紋大径は胴部にくる。76は訳口形態の口舷部破片。甑か。

土製品

77はカマド前面の床上から検出されたものである。長径4.2cm、短径3.7cm、屈さ1.4cmの平面

やや楕円形を呈する円盤状の土製品である。通常の模造鏡とは異なり両面にくぼみを設ける。

2本の指先でつまみ出して作っており 、両面とも爪跡が残っている。この r紐」の部分は長く

つまみ出すものではない。
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Fig.308 S 835住居跡出土逍物 (I/4) 
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S 839住居跡出土遺物 (PL.175)

須恵器

78は杯蛮の小片。 口縁端部は丸い。

土師器

79、80は甕。79は口縁部が丸く外反し、日部が外方に張り最大径が胴部にくる大形の甕であ

る。 80は口緑部がゆる＜外反し口縁径と胴部最大径がほぼ同径になる甕である。

S 840住居跡出土遺物 (PL.175)

須恵器

81、82は須恵器杯蓋。 81は口緑部が丸く 立ち上がるもの、82は口縁部にかえりのなくなった

器高の低いものである。 邸は麻杯の口縁部で、口緑端部が短く垂直気味に立ち上がるもの。
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Fig.309 S B39・40・42・43住居跡出土遺物 (I/4) 
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Ill. 遺物

土師器

84~86は甕。85は最大径が口緑部にあり、胴部は張らないものである。 84は口緑部が丸く外

反し、胴部が外方に張るものである。 86は底部から胴部付近までの破片である。

S B42住居跡出土遺物 (PL.175)

土師器

87は口縁部が欠拍した甕。口緑部は丸く外反し用部が外方に張り、最大径は胴部にあるもの。

S B43住居跡出土遺物

土師器

88は最大径が口縁部にあり、胴部は張らないものである。

2. 掘立柱建物跡出土遺物

掘立柱建物に伴って出土した遺物は極めて少数であり、小破片である。しかも、出土遺構自

体も限られている。

s↑
s¥
 

172 

L
¥
W
 2

 
000 

-
f心，

戸

＝心
qooo2169 ~~。02171口，1

S 821 
90002170 

摩0032お口戸《;:03257

Fig.310 S 806・20・21掘立柱逹物跡出土遺物 (I/4) 

S BO磯立柱鴫物跡出土遺物

須恵器

89~91は杯身。89は受け部のあるもので、復元口径12.lan、立ち上がりの高さ約l.Oanを計

る。 90、91は受け部の付かないもので、 90は口縁部の破片、91は高台の付くものである。

土師器

92は最大径が口縁部にあり胴部の張らないものである。
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S B20掘立柱建物跡出土遺物

須恵器

93は受け郡のある杯身の破片で復元口径12.8cm、立ち上がりの裔さO.Sonを計る。

S 821掘立柱建物跡出土遺物

土師器

94は復元口径13.9cmを計り、 口縁部が短く外反し、体部がゆる＜外方に張るもの。

3. 埋置土器遺構出土遺物

須恵器

95は甕。頸部以上を欠き丸底。残存器高36.2cm、胴部最大径27.Sanを計る。外面は格子目ク

タキ、内面上部は同心円クタキ、下部は平行タタキである。底部は穿孔されていた。

‘ヽ

95 
900-03370 

Fig.3ll 埋置土器遺構出土土器 (l/ 4} 

-440-

2,0an 



m. 遺 物

4. 土墳出土遺物

S K03土墳出土遺物

須恵器

96は杯兵。受け部のある形態。97は杯蓋。口縁部にかえりはなく、つまみは偏平化している。

土師器

98、99は甕。 98は口緑部が「く」字形に外反し肩部が張るもの。 99は口縁部が短く外反し訂

部が張らないものである。

瓦

100は平瓦と想定される。浅灰白色を呈し、胎土は2.5lllll前後の石英や長石を多黛9こ含んでい

る。厚さは2.2cmを計りわずかに筍曲している。凹面に布目、凸面に縄目の痕跡が見られる。

S K04土壌出土遺物

土師器

101、102は甕。101は口縁部が 「く」字形に外反し胴部が張るもの。 102は外反する口緑部に

ほとんど張らない訂部を持つもの。 103は底部から直線的に短く立ち上がる形態の皿である。

6
 。
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 。。
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亡ニコ 100 
, 0002209 

>t===F~.. 
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 。
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2
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グ，
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一k

。
2.0an 

Fig.312 S K03 • 04土填出土遺物 (I/4) 
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S K09出土遺物 (PL.175)

石器

104は紡錘車。 1/3を欠損

するが径4.ISan、厚さ l.4on程

の円盤で中心に 1孔を穿つ。

孔の直径は0.55cmを計る。

口己
□

）

g
104碑

、鼻、,．． 
. -.~.'
¥>, ヽ・・);· ·' • 

ゞ

三105 90002162 

云 6
9000216.1 

0 loo 
''' ' 

Fig.313 S K09・10土墳出土遺物 (1/4)

S KIO土填出土遺物(PL.175)

須恵器

105は坪蓋。復元口径11.7cm、器高3.2cmを計る。口縁端部は丸い。 106は杯身。小破片であ

るが、立ち上がりの高さ0.8cmである。

二孟
90003308 
百こ。33ご器。330:了 丁二〖

•. 90003306 

，
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12 

113
細

属
一

属
0
0 ｀

 
LLL 
細 3304

＼ ＼ 

:----・ 一—；ヽ
>J:

112' 
9000:l305 

Fig.314 S K50土墳出土遺物 (113は I/2. 他は1/ 4) 
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m. 遺 物

S K50土壌出土遺物 (PL.175、176)

須恵器

107は杯滋。口縁端部を折りまげて成形するもの。 108は杯身の口緑部片。 109は杯身の高台部

分片。

土師器

no、lllは甕。 llOは口縁部の破片。 lllは胴部下半から口縁部まで復元される甕。復元口径

26. 7cmで贔大径は口緑部にある。胴部屈大径は24.Sanで胴部上位にある。口縁部は丸みをも っ

て外反するが、内面の口縁部と胴部の境にはヘラケズリによる稜綜ができる。 112は外反する口

緑部に底部方向にすぼまる形態の鉢。胴部中位に把手が付く 。

石器

113は安山岩製の石鏃。凹基式で、長さ2.!San、幅1.6cm、

厚さ0.4anを計る。

S K67土墳出土遺物 (PL.176)

石器

114は黒曜石製の石鏃。凹基式で、長さ2.4cm、絞大幅I.Son、

厚さ0.4anを図る。

5. 溝 跡出土遺物

S D33溝跡出土遺物

須恵器

ll5は杯身。受け部の付く形態。復元口径IO.San、

器高3.0an。

6. 不 明遺 構出土遺物

8
 

6
 

12 oo
8
 

9
0
2
 

鼻。一羹
m
o

Fig.315 S K67土墳出土遺物(1/Z)

女
ゞ

b-)7::t .. 
Fig.316 S 033溝跡出土遺物om

S X02不明遺構出土遺物 (PL.176)

須恵器

ll&--ll8は杯蓋。いずれも小破片で口絃端部を折れまげる。 ll9は杯身。受け部のある形態

で、立ち上がりは矮小化する。 120は鉢。復元口径27.Oanを計り直線的な口縁部と体部を持っ．
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~·~ 
116 
90002252 

苓
117 
90002255 

苓
118 
90002254 ↑、

少
119 
, 0002253 

戸二-~曲=

江《
,, 122 --

.，二 、
123 
90002279 

•こニニコ：

エニコ：． 124 
90002278 

20cm 
125 
90002277 ゜

Fig.317 S X02不明遺構出お覆物 (I/4) 

土師器

121, 122は甕の口縁部破片。外方に張りの弱い体部に外反する口緑が付く形態のもの。 117は

短く外反する口縁部に直線的な体部が付く。

瓦

123~125は瓦の小破片。 123は岸さI.Sanで、酒曲の度合から丸瓦と考えられる。凹面は布目

痕が親察できるが凸面は窮耗している。 124、125は平瓦片。 124は厚さ2.lanで凹面は磨耗して

いるが、凸面は縄目痕がある。 125は厚さ2.0anで凹面は布目痕、凸面は縄目痕がある。
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S X34 

こ

~ 
126 
90003331 

苓＝
127 128 

90003333 90003332 

幸 ク
、・129
90003330 

： 
丁 ［喜：d―いら。"'

勺90003337-'<i;.~133~cm l•~a-
L
I
I1・

／年＼
130 
90003329 

SX 

~~ 
書 ・

こ345

<:; X74 

伽

゜
20cm •こコ 138 

90003347 

134 

Fig.318 

S X34不明遺構出土遺物

須恵器

S X34・60・74不明遺構出土遺物 (134はI/ 2 、 他は I / ◄ )

126、127は杯蓋。いずれも口緑が立ち上がるものであるが端部は丸く立ち上がりも低い。

128、129は杯身。いずれも立ち上がりは低く、 129は特に内傾している。130は高杯の蓋。口縁

部を欠き、つまみは偏平である。

土師器

131~133は甕の口緑部である。いずれも口縁部が外反し、酉部は張らない。

石器

134はナイフ形石器。先端と基部が折れているが、現存長2.05an、最大幅l.05an、厚さ0.4cm

を計る。二側縁に刃潰し加工を施している。黒色の黒曜石製である。

S X60不明遺構出土遺物

須恵器

135は坪蓋。復元口径II.Sc皿、器高3.9cmを計り、 口縁端部は丸い。

S X74不明遺構出土遺物

須恵器
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136は杯身。口緑から体部までの小破片である。 137は壺の口縁部。口縁部を水平に折りまげ

て外反させている。

瓦

138は側面の一部が残存している瓦の小破片。厚さ3.1cmを計り 、器面の状況は、凹面は不明、

凸面は縄目痕が残っている。黄橙色を呈し、焼成不良である。

7. 小穴出土遺物

須恵器

139、140は須恵器杯蛮。 139は体部がやや垂直に立ち上がり、丸味をもって天井部に移行す

る。 P276出土。 140は偏平なつまみを持ち器高も低い。口縁端部もそれほど強く折りまげない。

P70出土。 141~143は杯身。 141は受け部のあるものだが、立ち上がりは矮小化している。 Pl47

出土。 142、143は高台の付くものだが、 143が器高が低く比較的潟平になっている。

142はPll2、143はP70出土。 144は平瓶。口縁部全部と体部の1/2を欠く。 P69出土。 145

は甕。口縁部の破片で撫で訂のH部に外反する口縁部が付く。口縁内面にヘラ記丹が見られる。

P280出土。

土師器

146----148は甕。146はほぼ垂直の胴部に外反する口縁部が付く。 P99と100出土が接合したも

の。 147は外傾する胴部に外反する口縁部が付くもの。 148はほぼ垂直の胴部に外反する口縁部

が付くもの。両者とも P67出土。149は復元口径14.1cm、器高1.8cmを計るIIIlo150は復元口径11.3

cm、器高3.4cmを計る杯。 151は高台部分のみが残る椀。 3点とも P67出土。

石器

152は黒曜石製の角鐙状石器。長さ4.3an、最大幅l.75an、最大厚1.0cmを計る。 PIS出土。 153

は柱状の砥石。現状では側面は5面あるが1面は破損面である。側面の4面が使用されている。

P72出土．

金属塊

154は鉛塊。長径6.5cm、短径2.San、厚さ1.05cm、重さ112.sgを計る板状の直方体である。

表面は発掘調査後次第に白色化してきた。福岡只海の中道遺跡出土の「錘製作のための原材」
註I

と考えられている遺物と類似する。
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p 2: こ二三
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。゜
20an 

Fig.319 小穴出土遺物 1(I泣 ・153は1/2、泡は I/4) 
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。
10cm 亡二〕 154 90003390 

Fig.320 小穴出土遺物2 (1/2) 

8. 包含層出土および表採遺物

須恵器

155~157は杯身。 155は受け部のあるもの。底部にヘラ記号がある。 156、157は店台の付くも

のでほぼ同形である。このうち155、156はC地区南端東側の包含層出土である。

土師器

158は竃。庇付きの形態で、庇の部分の破片である。 C地区南端東側の包含層出土。

瓦

159~161は平瓦と考えられる。 159は灰色を呈し、凹面に布目痕、 凸面に縄目痕が蜆察され

る。 160は黄白色を呈し、凹面に布目痕が残るが凸面は閉耗している。 161は白黄色で両面とも

磨耗して器面の状況は不明である。 162は白黄色で、丸瓦と考えられる。両面とも摩滅しており

器面は観察できない。このうち159、160はC地区南端東側の包含層出土で161、162はC地区北

西部の包含層出土である。

石器

163は直径5.9cm、厚さ0.85anを計る円板状の形態をした石器。いずれの面も研閉されている。
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Fig.321 包含層出土遺物 0631U/2、僧I:I /4) 

註

1. 「潟の中道遺跡」 福岡市埋蔵文化財調査報告書 第87集 1982 福岡市教育委員会
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Tab.41 土器観察表

出土 出土 遣寅 遣初
璽 膿 法量口 色 鯛 鰻成 影霧・瓢豊の袴鬱

嶋1l鍼 ． 彎
遭 膚 位 • , . ., 

纏 ” 冨 "

SHH 遍 I 纂嘉鑢 杯身
, ..、

灰 色青
n皿り上が 9が璽ふに

過 口縁鴛ョ コ-t-1'. 細""仝扇，，け"'残

,., m縁立ら上がりが讐小化

吐 ？ 懲瓢霧 抒，，
2.2 

灰 ... ft 通 直体霧貪と窮輝の漬に底転へ-,,,ズ）J・ """'" はへ9切り●し．

壇土
, 

氣“璽 H'I> 9.1 灰 fl ff 
外直＂艦のみ配 転へ9ヶズリ．内慟訟

900011'3 厩婁にへう紀りあり．
3,! 過 みはヨ コナデ．鯰ug転ヨコT.,.

Iヽ.6 Oil藁畢と病が外ill況のt..高t,U外にふん“る．蜀
囀土 ヽ 鍼“霧 げ負

.ヽ,
沃 ＆ やや不瓜 u. illの遭に屁転へ9ケズリ．円 9000年 1

見込みはヨ:21"デ．韓けg岨 ヨ:21't'.

壇 ． 土聞菖 璽
ll,、

祇 覆 e貫
過 C縁畢が外反し．綱憲置らない． ... ., べ、

内膏ヘラグズ,,. 

珊 ． 上鰤霧 覺 "・・ 蠣 色曹
遍 口誡置が外反L • 鮎葛―畳らない．円葡ヘ 畑ヤ

9ヶズ.,.IJ艤塵ヨコ-t-1'

嗅t ， 土閾• 覺 14.2 獣 霞 e
＂ 

過 外奮ナテ．内lllヘラク;(!J• Cl縁響苔コ

+1'. 
... ,,~ 令

心 ' 土鱗響 （肥'f>) 檜 "' 9 遍+~. 畑li½

12. ヽ o 昇... "'"11み"'u凡"'へく瓢9"つく●内な1'薔い.．Jl込外鵬み天“ 
完天彰n■&: ヘ9紀り會Sff77 成11 ， 鍼慮鶴 心

J.6 
灰 e A 好ヶX'J. 細 Uぷ）

ョコ.,..,,.鵡は回転ヨ:IT

11.2 
ロ匹 鸞U丸く藝11つくらない．

床 遍 10 績• 杯葺
3.• 

灰 e員 好外書髯籐のみ屈転へうケズリ．内園見込 畑））Bi 
みはヨ:it-テ．働11図転3つナテ．

遭 ll 鍼慮鶴 げ鼻
12.S 訳 "It 0縁立らfl上が囀り，，.. 轟.... 8出にヘ +血l'、1
3.5 遍 ・裏6)1 , ヶズ').

•ve 
12 爛恵纏 杯貸

12.S 
灰 a ゃゃ不員

口縁立"".t:.o1?0,b..
畑 )118

癒●から体鴨にかけて

内上艦 ,., u,r竃雇のみ阿転へうグズ.,. へう記崎．

白"'r" 13 埠 鵬 璽
, .. , 

糟 色 や や 不 良
最大U駅砂ta..a輪鴨9コ.,.,,. . 外蒼

90003滋
06.3) ,~, ツ‘・内団へ9ケズ').

蠣鬱が外鯛に景 9最大穫が馴艦中位にく

吐 ＂ 
七鵬醤 甕 14.35 織 a • 遍 る．外賓慶ガ病のヘラグズ＇）．内膏 Bコ '"'ll、"

'JJIIIG(>へうケズり、 0縁籐9コ+-1'.

床直 15 埠 鶴 甕 19.2 曹 鴫 色 やや不負 〇縁外良外蒼．小内＇面明ヘラケズ'J.C繊慮:,:I 
ナデ． 畑""

愚大穫が口編纂にある． 鶯撼は11とんど

糧

" 
土的菖 聾 ll,$ 浅貴轟0 良 ，， 景らず鼻llBi.:Sfi.外響ハグ$-.内貰" 畑 I鵡・

め方内のうケズ9.ti■ 愚,:I:,ナデ．

肇•め1i:>-ら・復ず冑綱がのo雇へaに9111移ヶffズに.あ1)外.る．蘊0順11.1&霞ヽケはメ'!1 ほとんど床 纏
＂ 匹• 璽 , .. , • 11色 やや良好

．内蒼，，．舅 畑'"',.,. 

汰頂 IA 血• 雙 Iヽ，0 曹 色やや員奸
a'}:;llが劃墓にあ6.外鸞9ヽ，，,I-,内鷺

噌）≫lllillttl'/J白のへうグズ').ロ●纏 ,,+t'

0マ9内 19 土訂鰭 覺 曹 鼻 eA ＂ 外遍イ ~1'1'. 内面へ9クズ,,. •mm-, 寅匹片．

讚土 ” 切• 覺 楓 鼻 色 A 奸鰐憲外彙へ9グズリ．置慧内膏t-デ． 珈）旺 ． 
SB•9 糧土 ” 土鱒● 璽 "・' 褐 色 A 鴫置が肇ズ••，/ 外疵9 ヶヽ,.l'lili斜...,, 胄

紆 のへ9ヶ ．口縁露!f:t•t1'. 畑 jjl,

-450-



Ill. ill 物

出土 出土 遭賓 遍 掬 ．． 法量O 1!I .. 織虞 彫鷺・翼豊の特II
鶴畳鍼 ． 考遣鋼 位 霊 .ij ■ Ill ● 号

SB<t ● +n i, 埠• 費
19.0 

明 織 色

＾ 
好● ●墨が葺る．外直,~,,~- rl薗へ,,,,ズ _,,,,. 

')、口嶋.ll!tコ.,.."・ 

鑽土纂 ？ヽ 土“讐 甕
11.0 

漏 e負
好 ●露が畳らない．外潤"グメ、内遍へう

虹肋'JI 仝翼の 1/8残存'I'll タズリ.a縁戴書:J-t-1'.

S8'6 立曹'"お ●璽髯

＂ 
紐 褐色 II 遍 内外とも 9:Jt'ダ． 9000匹 ロ・“の一・鰻II

22.S 
0綽 『<J字妙．鴫墨が外に景,.最大

噸 ％ 土畑 甍 讀 鬱 e
＂ 遍 llズ•，)'II．墨ロに（る．外鍼ダ．不剛・"'薗へうヶ ~""'"' 全萬の 1/9讚＇＂

縁遍13,.,. 

”‘ 
ロ.,r < J字茫讀墜が外に憂I).最＊

蠅土 27 土• 甕 禎 !IIe 曹 遍 llclflf■ にくる．外,s,ヽケ~. 内園へう 畑 ,,.1 仝萬の 1/8残＃
ケズ1/.Oil鶴9コナダ．

l"ff'i 鵡 士• 甕
... , 

戴虞 e． 口d i:●大糧あり・血が呼•る．
遍 ＂査へ 9ケズ，）、穐は●Kt. て不鴫 "'lflll• t綱のJ/J? 桟存

“●● "・' 
口繊鐵に最大復あり・馴算が芍干棗る．

.,,.、 ” ;tJi鱈 甍 驀 l!I • 遍 外賣不朝ii.内資へ9ケズ,,.0縁籐ヨ 如）'" 全の1/l'! 残―“
コク，，．

真• U.1 
口縁裏に最大糧あり• II纏がぞ干憂る．

.t.'6 
)0 土118 璽 鴫 色● 遍外紅鴫書、内直へ9ヶズリ蝙口曇襲ヨ >Hml―f●I t層#JI / ◄IJ(I 

コナデ．

t,t,S JI 土□● 甍
13.2 

侵 鴫 e
＂ 

遍 ill〇織C鵬移に転．外aillぁ.a，嵐．躙載f'IIが鍋IW.らず内に膏馴ヘ
叩 fill'H 全綱,,)/&鰻”

9 ケズIJ •

ピ,.• l " 土鱗• 甍
12,0 

庫 檀色 ． 過 口縁麟に最大復あ,.. 鵬が畳らずに嗣：
蜘）lfl 全彎の1/ヽーl/$!l'(f.

鵬に移行亀●菖貫璽不鴫．

倉''"3l 土編暑 覺
19.7 

＊樗色

＇ 
遍 瓢a最縁大憲IIf付<近J.に,紗記手．馴の疇重鯖で．丸内く外量111る．1'“デ

細""仝のl/7~1/8畏S"

口●鑢9コ.,."'・ 

壇

"' 土鱒● 杯貸
11.、

II 色欝 過 口綽畢直口で紐．●薦胃雙不専L 虹_.,仝翼の 1/S残杯
心` , .. 
糧 お 土重● If貪

14,3 
糟 a " 遍 〇Id縁.霧範菖で不0彎で心． 0縁庫“コt-1'.偽 畑泊 仝員の 1/6賎存

,.,,, り
嗚 土”壽 ” 

II.、
概糟 e

＂ 
過 口縁noで丸崖・内外ともヨ :Jt-デ． ,00,)ljf! 全膚の 1/1磯 fl-

S8謁 蠣 埠 蠣重● 秤葦 冑 妖＆ 鼻
好 かえりが付かない．

口縁霧9コt"・ 
~mm, 〇縁墓 _r, 

糧土 ” 籟恵● 心 灰 色員 ＂ かえりが付かない．
口縁畢ヨ ~ 1'1'. ••OH ·l '111聟一薦預存

糧

” 蠣.. 汗● 〇灰色 不
貴 かえりが付炉ない・

Cit: 覆9コナデ．
nm, ー、9 口●霧-illll/1

糧 lヽ 讀●● IF]( 轡 畢 色 不 皇 かえりがつ（．
U●●ヨコナデ

.,,HJ側 口縁鵬一饂残W

糟 “ 鑽●● 杯貪 11.6 
〇灰色 員 ＂ 立ら上OI']0~ 蝙'-'f•l't:.

船佃!HI 口縁懇111鰻存
口” ヨコt-1'.

嘔 “ 蠣皇● 杯 a檀色 不 A 立ら上がりが疇心
●閾翼璽不 畑""' 口縁鵬丑＃

糧土 “ 鋼璽鬱 杯 灰 色負 紆
萬台が付く．

畑"'' 口繊纏 """ 口●瓢ヨつ.,..,, . 
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本/11原遺跡

出遣 土蠣
出土 問 遍• ” Ill • • 樟量〇 色 翼 豪虞 影•·•量の符鑽

戴量鍼 ． 専
位● • 号

●V ド Iヽ.3 鼻台が付く・
SB埠

鴫 土 “ 土鱒• 覺 鳴 ~A 行 外遍'rt'内圃ヘクグズ，，喩口縁露ヨ3ナ 川川着'"" 全 O))'Jl / 8 ll 
デ．

鴫

“ J:al■ 彎 明 掲 e不 最大1lがa縁纏にあるu．~ 哨．
良 内冑へ~,.ズ，）． 饂

虹川BM

囀 ＂ 
土藝鬱 甍 糟 色不

負 最 'fl.がn艤鬱にある．
庫 ，，ため不囀．

吻,,.,霞瓢にへ9記号あり．

雲

｀ 
:t•• 覺 襴 ei"' 

貴 曇大糧が舅纏にある．
摩純で不事L 畑 ll"

糧 ,, 土鱗菖 重 剛 ● 色 不
員 外漏9ヽ ケメ、傭l:JtJ(で不明．

最大隕が訓墨にある． 畑？＂

ヵマド

“ 土• 心
13.0 明 鸞 色 不 A 口曇櫨c.蔚●庫純

畑""内鱒 庫 で●菖舅蔓不囀．

S 82' 糧 SI 鶉●● 杯鼻 駅 e良
口艤瓢9コ't-1'.

Jf a●艦に鸞＂艦が ある． 立り上IJO.b..
畑ヤ.. 心片

”マド

" 鋼• If "・' 賃 灰色 やや.lllf
口縁層に鸞け墓がある． 立もJ:.?O.~

叫ヽ,, .,  心 片
膚辺 口縁懲ヨコナ1'.

12.6 〇a●外●璽に寅鸞露1tの畢みが冠あ転るへ．立ら上がり0.、
虹 " 攣事● If負 , .. 灰 色虞 好 9アズ'}.内繭 9如 ,, 小

紐 みUヨコナテ．輸U罠転ヨ:,.,. デ．

外憂裏薗のみ臣転へうケズむ PJi!R込 a縁露欠襴、金属のI/
庫薔

＂ 
鑽皐曇

＂ 
灰 e負 ＂ みu詈コナ,.饒は國に冑コ.,.デ・口鍮 心 と" ＂`仔．内薗にへう記

藝に鸞1,畢がある． 号あり・

遭 " 績皐● 裏杯 ● 灰 eややで良 纏鼻~J /Jttの轟さSEヘクヶズ•}. 禎mn,n●● ,,-・預r,

心 “ 
血 霧 lf,t 15.7 囀賃嶋eやや不員

偉●は丸く立ら上がる．
引収卜↓Ii<¥ 小碩片.. , ・ の,,,,不

"・" 
口綸鴫は丸（外艮し肩艤はゆる（外方に

壇 ” 立• JI! ,., II e やや負好 畳る． 外置.,.,.内襲へ9ヶズ，）．口縁 虹 9ヽ小績片
纏ヨ:,-,.-テ.

鼻マド 口縁鵬が外反す髯る．へ9

罵辺 “ 土鱒• 璽 ll e不 員外賣ハケメ．内 ケズ'J.0織畢詈 ,,,11m 小1il片

コ~...

・マド

” 
土鱒● 費． 轟 e不 員 外a.u.,.が,,,外.只内す直へる．9ヶズ1,箪口縁撼ヨコ 貨‘‘小蟻片

"':t. ナダ．

1,T ド
口縁鴨心1~a-,.る．

壇 土 “ 土鱗• • ゜
e やや不負 外嚢.,.デヽ 内園ヘラヶ;('}.Oil畢9コ 堵．暉on令ト ＾ 片

ナデ．

・., ●l 士“• 覺
＂ 

a ゃゃ不良 〇外菖鰻畢.,.が,,外、艮内薦すへる．9 ヶズ ')~ 口織聾ヨコ 細]]<% 心片
鵬辺

ナデ．

が躙.. よ辺, 

0艤鵬はウる（外比

“ 
土蝙● 豊

"・ 絡
轡 貴 ＆ やや不良 外薦ナデ．内漏ヘラケズ，）． 口艤霧9コ 細 u≪ 全翼のI/4 !l:ff 

.,.デ.

璽 63 土麟鰭 覺 糟 e やや不皇 auo• rヘ<」9＊も心く 外反． 外璽9ヽ

ヶ~ - 内葦 ケズ，）．口●鑢9:tt-1' •>lH!OI か肇It

覗

“ 
土麟● ぼ坪） 剛 霞 色 やや不員 外●ナ~- , .,n~• 4如

カマド 12.2 0縁慮はダ息．＂（外面又へ

嶋辺
ヽ ±"'" 覺 槽 色やや不員 外薦1' , ヶX*J.n●纏ヨ!1 ”’’ 4如.,.,,_ 
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Ill. 遺 物

出土 出 l: 遣寅 JI .. 
． ． 極... 〇 翼 鰊級 も●●讀璽の符諏

鶴Q鍮
． 書ll 嘱 位 置 ... . ,, ● 号

S829 
ヵ.,,

“ 
土範• • 賣 Illa やや不良 ”鵞ヽ””‘・鯰~剛．

.... , ↓↓ヽ5 Jヽヽ碩片
内壇土

緊鬱 11.? 
立9上,o.b..

S835 

“ 
震舅● ” 貴 灰色 員 紆●藁のJ/$馨の●さ皇で餌配ヘクケズ 咄 ,11サ9 全~1/2鰻9

心I , .. 
"・ 饒U81iヨ::i-rデ．

亀

“ 
纂●● 杯 灰 色やや良If

立らJ:.?I.な
以ふ 小讀片

a縁葛から体鴫にか11て釦liP:i 1't'. 

床艦 ••• 体瓢に2本皐位の沈繍．へ9記＂・ロ 輪

｀ 
攣畢• 籟 沃 e ゃゃ員9子 •から体露は琶配置 ,.,.,,_霰纏U静止 邸、4ヽ ~J/ヽ壼fl-ぬ,.. ••• ヘ9 ャズ•; .

ぽ貰

" 須蔦•
甍 鑽 灰色 ”不良 口口縁1l/1纏●はにヨ肥or厚．デ． 引収,,,,,4如,., 

庫蔦

” 五• 甍
20.0 

槽 色やや'!'A 〇艤IIIU菖:,.,.. デ．
叫 Iど"-NIIJt 

"'' 
駁萬 1ヽ,$

口艤畢が丸く外反． 艤大ぽ●’尉11中位に

湿，9
1l 土肥• 甕 鰊 鴨 色 やや員好 くる． 外置ハケメ．内奮へ9ヶズ,,. ロ 皿.,,,.,仝貴のI/3 llf1 

●撼ヨ コ.,.デ.

糧
＂ 

土鱗菖 甕
15.lS 賣 .e, やや不良

鹸外襴大＂9ヽがケ口縁●に くる．
メ．内鷹ヘラケズ •J, C縁瓢9 "'"'ll! 小

コ~... 

耀く外a.,.る0縁に胃の憂る●形． 曇大

専土 " 埠• 甍 JO.I 槽 e不 員覆が1111にくる．外薦tデ．内園へ9ッ 畑 Jlll4如
ズ1J・ロ●●●コナデ．

縦薗

" 土• ● ? ． e負
好 外●ハケメ、＂薗へ 9ヶズ,,.a鍼置晉

"""IH Iヽヽ鑓片,.: コ-t1'.

カャド
o • 鴫鵬が丸い．

SB≫ 膚辺 78 讀憲● 杯董 欄 色負
，， ロ●篇 !I:s+ 1'. 噴））llli8 小皇It... 

.. "1.,<.$ ,, 

” 五• 甕
7J.I 

鶉 & A 
ll' *ロll輪畢が綱心葛に（外（只る．． 鍼外蒼鑑がハ外ケ1/メ~． 蚤内Ill9最へ •oHP& 念鴛，，約I/ヽ 洩"

9ヶズリし口縁鷹!1コナデ．.. ,,, , ... 口縁戴がゆる ＜外反・

約 土蒙• 甕 鴫 e不 員 〇縁丑と舅●曇大＇雙がi』lfl町昆 噴JOOllll”のt¾ J/6壼存
員匹 ．、

内膏へう，，ズ').鷹は．鰭で不轡・

SB<O 週 81 鑢璽● 匹 洩 灰色 良
., - au が丸（立ら.t.OIl, • 。縁瓢只E!:'

コ~"- """"' 小績》r

口●瓢にかえりなし．天井舶也転へ9ヶ
，，噸 片

重土 " .... 匹 蔓 l!I 員 げ ズリ｀内轟不定万貪t--tf、口縁艦且転ヨ • .,HlJJ 
鰍彙 e

-~ デ．

爛 83 攣皐● 裏 灰 e員
好 0●瓢底配g:;i+'I'.tJ繊纏襲が嶋＜皇

直気彎に． 立ら立る． “匹1ヽ 4如

"・' 
量大往が口縁籐にあり喩 肩●は曇りない

壇 “ 這• 璽 彎 罵 色 負 好外面9ヽ 9メ、 f'i1iへ9ヶズ'J.ca鑢ヨ 虹 "'/Ill 幻のt',ll /l0flf1 
9ナ1'.

糧土 " 土鱗● 覺 覆 e不 員 1lJtの た の 和 .... ,., 心 1・

糧土
＂ 

.t11• 賽 瀑 t'1 員 好~ 外憾ヽ ，ヽ，，メ、内1!ヘ9ヶズ，)． —IO 

真鬱付近金属の約 "
＄鱈存．

“會•上
〇縁纏は丸く外反し胃忽が外ガに讐る．

SBヽ2 87 這• 覺 鴫 色不 良 ●大隕は舅瓢にあ,.外膏ヽ””‘・内薗 却"口●墓欠鑽.,,,、
ヘ9ケズ，}．口繊纏言コナダ・

1, • ., 量大覆が口●“にあ,,. 鼠IIU曇らない

SBヽ3
土....

鵡 土鯛鬱 璽 膚 色良 ，， 外藝ハケ~-内薗へ9ヶ,c '). 口●纏ヨ 畑 ms会綱の約 1/6隕―II
H ヂ．
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本!II原遺跡

出土
出位 土置 :; 遣. 掬"' •• 紐量- a • 嶋 虞 も••翼豊のIii鸞

蠍量縁 ． .. 
遣綱 . " 
S800 Pt a, 鑽霧 抒

(11.1) 
灰 ~If 

立.~.t!11.oea
畑 1縞

U縁仝員の 1/911存
遍 o • 鱗窮転鴨:,yテ． ロII畢わずかに欠損

p、90 鎮慮繕 匹
, .. ヽ

賃 灰 e． 濃 鸞ロ鑢け鴫霞が国IIe"●なコヽ.. ヽ．... 90002111 0繊仝翼のl/I磁"

P● " 贖軍● If鼻
13.、

灰 e I 
遍 費11鵬が付かない．裏かが付く．口●畢

賀匹110ロ・全翼の 1 1 ~a存
詑.E~コ-t-1'.

最＊鴨が口縁編にあり.11薦が畳らない
p 9 

” 埠• 甕 IG,$ 鳴 e 畠 遍 外葦体藝と霰,撼,.の,,.墳_のみ屈転へ9ヶズリ 貨匹"' 口縁全員の J/lfl存
内賣飼転9 口縁墓ヨコナ1'.

$820 P3 " 襴 杯a 駅 ae, やや不良 立ロ・ら畢よ副,O転.b_● .+~ 士ヽ'"'→― 0●全員，， 1/!残存

13.4$ 
o■ 墓が耀（外反し偉慕がゆる＜外万に

SB2l p 2 

“ :t饂• 賣 鳴 1!I It 遍 ●る・外富へ9ケズ.,. 内園へ,,.ズ9 畑 l',l 口縁全員のI/ヽJl#
ロ●●9, ナ,.

• • t> 色 心内蒼下で鬱露戴亭ffUflHl¥. ..外.聟f'lill櫓'f't9O?H. ●露以よ欠鑽．残•
● ■ti " 瓢翼● 甍 寮 鶏 負 “ し.,,士・・mmo

膏 ．如
n・

SK03 囀土 .. 攣• 杯鼻 鳳鶴 色 員 ＂ 立ら上ct?t.1ca. 
0●畢皿転讐コナデ．

.... ↓狐 4湯

U.t ll 色 ロ艤墓にかえりがなく．つ拿みU偏．亭内化薗
糧

” 
攣稟● 杯董

2.0 鴫 灰 色
負 好外枷7井纏の一鑢載ヘタケズ，) •JHIJHト ロ・仝層のl/t llf1 

不定方向のナr.ロ縁篇ヨコ.,.,._

囀 箕 土編鰺 甍
19.IS 

a員置e 不 ＾ 0縁戴が 「<J字男に外反しH畠が蟹る ;OPl(llJ 
"・ 仝翼の1/Sft存・員のため

糎土

” 
土鵬● 甍 II 色 不 n織瓢が虹く外皮し闘瓢耗がの景たのら和ない鑽・内

良 薗へ9ヶ,c').檜U摩 ••mw, 4遭片

SK°' 
零L

IOI 土鴫鬱 甕 "・' 桟...fl 'I' 
A U●● or (<J字患に外aし舅墨が攘る •wrn, ロ縁鯛のlit残存

(M l) ・員のた，，不

,UT● "・、 口●璽が外反し、 胃鴫UlJとんど畳らな

"層）
100 埠• 雙 負襴 色 やや不鼻 ぃ．口艤艦ヨ!:l't1'.鍮は摩員のた杯 t00<nl60 口綸仝層のJ/ヽ!ltl-

"1. 

襲 'fl 103 追• II 
, ... 

鵬 霧 〇 臀
遍 竃響から竃畢的に扇く立も上がる．内外

90002161 全体の約 lit鰻11OIi) 2.0 とも9コナヂ．

SKIO 襲土 '" 鯛璽• 杯量 ll.7 綽 灰色 ”不員
口ズ繊"疇・内畢遍が天凡い昇．鑢不外薔定天,,.. 昇鴫~迅,,駐、 口へ縁9曇ク

90002162 天口繊＃全鑢綱にの I / •!lff 
3.! 邑転ヨ:::tt'f. ヘ9紀号

噸 106 鍼恵●

＂ 
灰 e やや不良 立外薦ら.t舅が墨付?O近.Sot..甑転へ,,,ズ，）．口縁纏ヨ 幻 1$3A心

,.,. デ．

SK鵠 鴫土 ,o, 鑽息● 杯量 貴 灰色 皇
好 口縁竃鴨を折りt.lfて紙鯵．口●瓢の内

外芭にヨコナデ． 賣"''貨 心 片

魔±111 108 鑽.. ” 嶋 e ゃや員好 0織患の内外臨転讐コナデ． 畑'"' 心片

霜 '" 鑽璽• 朽臭 灰 色 員 好 轟台付く．慮纏の内外の一曇困鉦9コ.,.

"・ 畑'"''心 Jt

糧
110 土• 甕

2S.6' 
糧 e 負 ，， 

口纏曇i外反．外●ナテ．内畢へうケズ'， 畑 1四 小1111'
四 7 0鰺畢讚:,t-1".

鴫 Ill 土• 甕 "・' ti e .. や良奸 和吋悶牙咤,~. 内H螂:lヘ~.. l!'l'が~i.·~"'ぼ●●四● 畑 l知
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rv. 小 結

1. 先土器時代

本遺跡からはS826住居跡の台形石器、 SX34のナイフ形石器、 PISの角錘状石器などの若

干の先土器時代の遺物が出土した。 S826、SX34はいずれも 6~7世紀代の遺構であり混入

したものである。 PISは他に出土遺物はないが、先土器時代の遺構とする積極的な根拠はない。

したがって本遺跡は先土器時代の明確な遺構は確認されなかったことになる。しかしこれらの

遺物が検出された地点がC地区の南東部に集まるため、 この地点周辺には曾て先土器時代の包

含層や遺構が存在した可能性は考えられる。

2. 竪穴住居跡

本遺跡の住居跡の時期を出土遺物から推定すると S827、S835が6世紀後半代、 S828、

39が6世紀後半~7世紀前半、 S817、SB26、S829が1世紀前半、そして S840が1世紀

末~ 8世紀前半と想定される。このうち、 S817とSB26では長脚2段透かしの須恵器片どう

しが接合したので、少なくとも住居の埋没時には共存していたことがわかる。しかしSB72、

49、4i_43は出土遺物からは時期比定は困難である。

次にカマドの構造を分類すると、以下の3つに分けることができる。

A 住居限にそのままカマドを構築するもの。

B 住居壁を掘りくぼめてカマドを構築するもの。

C 住居壁の後方に煙道を延ばすもの。

このうち、 AはS827だけに見られ、またCもS840のものに限られる。 他の6例はBであ

る。これを住居跡の時期に比較すると、Aは6世紀後半、 Bは6世紀後半~7世紀代、 Cは1

Ill 日日 時 期 豪規 模m 方 位
h TS  

l S817 7C網半 ,x.23o ... Xl .6>+ • N13・3ow 北側 8 

2 S872 （ヽC量早~,c員早l 2，，，.05xo+,28 攣 Xl.17令 N潤 不明 ？ 

3 $ 827 6C後半～末 •X.085.5' Xl.'1+ • N22"45'¥V 北側l

＾ 
4 S8<9 c,c量半ICII*),x.o o,... x , .>O~ • N26"30'¥V 北鋼 ？ 

5 S B26 7C前半 ,x.o,a.2x● 、●●9 N62"45べV 北鋼 B 

6 S B28 6C後半~1C .x.o...S< ... .. N1s・1sw 北1111 K 
7 S 829 6C宋~7C薗ギ 2x,067,6+? • X$, 10 N 5"15'¥V 岳日 ？ 

8 S B35 6C後半～末 i,・$83J)(2.79 ~ 0 )( N34"00'¥V 北憾 B 

9 S B39 6C負早~IC肩早 , .... • . , +.  ● ... .. N41'15'¥V 北側 B 

10 S B40 1C攘半~SC菖辛 2x.o73.1X• 2.2'1 I¥ 9・30-w 北側 C 

ll $ 842 1,c量辛-,c●年1 ... ....,... ..● . ,. ., ... N31'00'¥V 不明 ？ 

12 SBヽ3 C ． I o•・ね• x十o..'2xJ.07 NI匹べV 北閲 B 

Tab.42 竪穴住居跡一覧表
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世紀末から 8世紀前半という時期に分けること 南北長

が可能である。このことより先に保留した住居＿,m 
跡のうち Bのカマドを持つS843を6世紀後半

~7世紀代に推定することができる。

”。 ”
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゜
以上の12軒の竪穴住居は、 S826、28、40以

外は削平のため完全な平面形を知れるものはな

いが、概ね方形を旦すると考えられる。このこ

とから、住居跡の 4辺のうち少なくとも 1辺の

測定できる 5軒も推定復元して本遺跡の竪穴住

居の平面規模を考えると、縦x横が5mx 5 m 

前後がSB27、SB28、SB49の3軒、 4.3mX

4.3m前後がS817、S826の2軒、 3.5mX3.5
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 06世紀後半~1世紀代

.. 6世紀後半~1世紀前半
81世紀代
01世紀後半~s世紀馴牛
•不明

~ 

O• 5 m 
東西長

Fi&322竪穴住居靭規模 （時期は出埠物による）

m前後がSB35の1軒、 2.5mx2.5 m前後がSB40の1軒という分布状況である。

3. 掘立柱建物跡

掘立柱建物跡9棟のうち 8棟は丘陵下端部にあたるC地区南部で検出されたが、 SB20、25

以外は 2間X211lJの総柱建物である。また、丘陵上部で検出されたS844は3/UlX 5問の建物

で1棟だけ離れている。これらのうち、南部の丘陵下端部にある建物跡の方位を見ると、 SB

06以外はN25'45'Wから N47'00'Wの問にある。特に、 SB07、20、21、22、2-4の5棟はN3が30'

WからN40'00'Wの間に揃っている。 5棟のうち、 20と21は煎複し、 20が古い。したがって、こ

れらは 4棟 1組、乃至もし、22と24が併存するには狭すぎるということであれば3棟 1組のセッ

トが想定される。 23は22、24と茸複しているが24より新しく 5棟とは方位も異なる。 06も方位

が異なっている。これらは併存したものではない可能性がある。また、 SB44は立地している

場所も構造的にも他とは異なっており21、22、24とほぼ同方位である。

No a日 時期 間数 規模m 方 位 出 土 遺 物 懺 考

I S B06 1C 2閏xz閏 3.00X3.80 N 5•30ヽv

2 S 807 ヽC葦7Cl•f 2間xz間 z. いX3.ZO N34.30'¥V 須儲片、土師器片

3 S 820 II 2閏xz閏 2.6ヽXJ.00 Nぉ・ooヽv 震畠杯董片、道1片 S821と重複.21より断しい。

j S 821 I ． • 2間X2間 3.00X3.80 N3900-W 鑽畠片、 土更畠甕片 S820と重複。20より古い。

S S 822 I ヽ > 2間xi間 Z.96X3.0Z N•O'OO'W S823と重複．

6 S 8?3 7C 2間X2間 3,44X3,64 N25"<5'1V 土師器片 S 822、2ヽと璽覆!!より訴しい．

7 S 624 UC鵞 Jc;員＂ 2閏"2閏 3,00X3,24 N38・00'W 土師鱈片 S B23と重檀• 23より古い．

8 S B2S 7C 2閏x21猷l.t?. 誌)(2,70+o N47'00'¥V 須恵磐片， 5B44 UC't--fC●●t 3閏XS閏 • .SI l<S.92 N38'45'W 土的鱈片

Tab.43 掘立柱建物跡一覧表 （ ）は11位によるIll定
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以上の建物の時期を決定できるほどの遺物は出土していないが、 S806の柱穴から出土した

土器から概ね上限が1世紀代に想定される。また、 S807、20からは6世紀末~7世紀前半の

須恵器片が出土した。他の掘立柱建物跡からも、少なくとも積極的に 8世紀代に建物を位置づ

ける資料は出土していない。

4. 土 墳

先に土壕とした遺構のなかで、 C地区SK45、 46• 47、52・53、B地区SK77、78の5基は

いわゆる陥穴状遺構に近い形態と検出状況を示している。また、 2次調査においても同様の遺
It 1 

構が 1基検出されている。

これらの6基は、 3つの型式に分類される。

A. 平面長楕円形で、中央に高さ0.6m程のしきりによって二分されるもの。

S K46・47、SK52・53及び2次調査の f貯蔵穴」と報告されたもの

B. 平面長楕円形で、中央に高さ0.2m程のしきりによって二分されるもの。

S K78 

c. 平面長楕円形で、中央に高さO.lm程の段差があるもの。

S K45、SK77

これらはいずれも底面に複数の小穴があり、 SK45が4個、 2次潤査の「貯蔵穴」が1個で

あるほかは、長軸に沿って 2偕検出された。また、 SK45などの埋土は長軸方向の断面では水

平堆積の土層が確認されたが、 SK78の埋土の短軸方向の土層は埋没した状況が観察された

(PL.170)。配置状況は、 C地区の3基は、標高25.3~25.6mの丘陵縁辺部に約Smの間隔で

傾斜方向に長軸が平行して並んでいる。また、 B地区の2基も 2mの間隔で並んでいる。これ

らは、それぞれ、調査区外に延びる可能性が強い。

以上の特徴を持つ土墳のうち、 Aは

2つの土墳を並列させて作ったもので

ある。ただし、もともと中央の仕切り

状の高まりは、土墳周囲の上端部より

数lOanは低く作られたものであろう。

S K52• 53のように高さがほぼ等しい

のは遺構検出面が他より深く削平され

た可能性が強い。 Bは、 Aほど仕切り

状の高まりが高くないものである。こ

れは、当初Aの形態だったものの高ま

2m 

Fig.323 2次翼査検出「貯薫穴」(1/60)(注1文献より、 一墨改変〉
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りが崩壊したか、元々低く作ったものである。 CはAまたはBであったものが中央の高まりが

崩壊し、さらに一方の面を掘り下げたか、元々 1つの土墳の中の底面レベルを違えて作ったも

のである。

3つの型式をこのように関係づけると、この土墳は、 元々 は1つの掘方にほぼ同形の土填を

連結させた形態のものであった、と考えられる。それがある種の目的で使用される過程で中央

の高まりが低くなったのであろう。これがさらに進んで、高まりが完全に消失し、逆に一方の

面を掘り下げることで2つに分離したと考えられる。底面の小穴は、原則的には2つの土墳に

1つずつであったと考えられるが、 SK451こ複数が検出されたのは使用回数の相違かも知れな

い。このように、敢えて 1つの土墳に 2つの空間を意図した理由は、陥穴にしろ他の機能を考

えるにしろ 1つの瓜要なポイントになる可能性一6世紀検辛咽

がある。 一 ー 6四 暉 半~7世紀前半

5. まとめ

ー・一 7世紀代

・----7世紀後半-8世紀前半

本川原遺跡は以上見てきたように、屈栖市北

東部の柚比丘陵の先端部に立地する 6世紀後半

から 8世紀前半に営まれた集落遺跡である。

12軒の竪穴住居跡は、厳密な時期区分ではな

いが、 6世紀後半～末、 6世紀後半~1世紀前

半、 1世紀代、 7世紀後半~8世紀前半の遺物

をそれぞれ出土した。また、出土遺物では時期
w 

比定を保留したS843についてはカマドの構造 s 

から 6世紀後半~7世紀前半に推定した。さら F'ig.324 掘立柱建物跡 ・竪穴住居跡の方位

に、同様に出土遺物に乏しいS842、49、72については住居跡の方位を参考にすると、 SB27、

35、39などの6世紀後半から 7世紀前半の遺物を出土している住居と同方向につくられており、

同期のものと想定する。 (Fig.324)

これらは、 C地区の中で見るかぎり、 2~4軒ずつの単位で変遷したと想定される。

掘立柱建物跡は方位を検討すると、 SB06、23、25をのぞく建物跡はN34'30'¥VからN40'00'

Wの間に集中している。竪穴住居跡との方位関係で見ると、これらは、 SB35、39などに近い

方位を取っており、同時期に造られていた蓋然性が高い。このことから、C地区の掘立柱建物

跡は丘陵下部のSB07、20、21、22、24、44等の2問X2問の総柱の建物と丘陵上部の 3間x

5間の建物が6世紀後半から 7世紀前半の間に、数軒の南向きの竪穴住居を挟んで造営された

と考えられる。そしてその後 7世紀代のうちにSB06、23、25等のこれとは方位乃至構造のこ

となる建物跡が造られたのであろう。

E
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IV. 小結

以上のほかに、2次調査で検出されていた2個の土塙を連結した形態の遺構が今回の調査で

も特徴的な並びかたで検出され、しかも、その内の2基から時期をある程度推定しうる土器片

が出土したことや、わずかとはいえ新しく先土器時代の貸料が追加された事などは注目される

べきであろう。また、 SB35竪穴住居跡のカマド前面から検出された土製品は、通常の揆造鏡

とは形態が異なるが、カマドの祭祀に関連するものとして注目される。

なお、過去の3次にわたる本遺跡の調査成果については3次調査の報告の際にまとめてあり 、

また、調査区も直接には接しないので敢えてまとめではふれない。ただし、北北東約250mの2

次調査区と北側約400mの3次調在区で今回の住居跡群と時期的に頂複する 7世紀代の竪穴住
註2

居跡がそれぞれl軒と 3軒検出されたことは確認しておきたい。

註

I.*下之治木下巧天本洋一「本Ill原遺跡 ＝第2次調査＝」 佐双屎文化財調査報告l!I

第32集 1975年建設省佐賀国道工屯事務所佐賀梨教育委員会

2. 狂一義藤瀬禎博 石橋新次 「本/II原遺跡第3次発掘調査報告書」 1979年

佐賀県教育委只会
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1. 都谷遺跡における古墳群形成過程について

本遺跡は4つの調査区からなるが、その中でも B地区は幅約90mのやせ尾根という立地条件

にもかかわらず古墳18基と不明遺構 1基と他の支群に比ぺ密集して古墳が築造される。関査区

外で尾根上方にも17基+aの古積が現存し、調査区のものとあわせると30数基にもなる古墳群

を形成する。そして、これらは古墳と古坑との間に割け入って築造されるものもあり｀規制を

うけた廷域のなかでの群集墳の形成過程を推寮することができる。本来ならば調査区外の古項

も含めて形成過程を論ずるべきなのであろうが資料不足ということもあってここではB区内古

項の形成過程について考えてみたい。なお、 B区の東西両側は斜面となり、南下方にも古項は

築造されておらずB区は本支群の約南半分を占めると考えて良い。

(1) 各古墳出土土器からみた造墓 ・追葬過程

古坑出土の須恵器、なかでも紺年研究が進んでいる杯蕊 ・身によって古瑣相互の築造、追葬

期間を考えてみた。客観的な賓料を提示するため杯蛮 ・身をA~E類の5つに分類してみた．

杯蓋 ・身はその法覺差が時期差となってあらわれることは一般的傾向として君取できる。そ

こで、この分類荘把の第一の属性に法炊、その他に杯蓋は稜、沈線、宝珠つまみ、かえりの有

無など杯身ではたちあがりの傾き、高台の有無といった形態の特復の他、底部 ・天井部に施さ

れる回転ヘラケズリ、不定方向ヘラケズリ、ヘラ切り未調整といった調整の特徴などにより分

類してみた。この分類はある程度の時期差を表しており、小田編年に対応させるとA・B類は

111B期、 C類はIV期、 D類はV期、 E類はVI期と考えた。実年代比定は機械的ではあるがA類

が6C第3四半期、B類が6C第4四半期、 C類が7C第 1四半期、 0類が7C第2四半期、

E類古段階が7C第3四半期、 E類新段階が7C第4四半期とする。この分類がそのまま時期

差になるわけではなく、C類とD類は部分的に併行関係になることなどの問題点はあるが、本遺

跡内古墳相互の築造、追葬などの時期を客観的に検証するための分類である。詳細はP27参照．

各古墳出土の土器をA~E類にわけた表がTab.44である。A類を出土しているのはSTOl4

のみで、 B区内では最も早い築造で6C第3四半期と考える。 B類はSTOOS、Oil、012、014、

015、017で出土。 STOl4でB類が出土しているがこれは追葬を示す。一方ST008、011、012、

015、017は築造を示すと考えてよかろう。 C類はSTOOi、002、003、004、007、008、SX

009、Oil、012、016で出土している。 STOOi、002、003、004、007、SX009はA,B類がな

<C類から入っているのでこの時期の築造と考えられる。STOOSはC類まででそれ以降の土器

は入っていない。 STOll、012、016のC類は追葬を示す。一方ST014、015、016はそれぞれ

B、D類はあるがC類はないためこの時期の追葬がなかったことが伺える。これは後述する調

査区中央にはしる地山整形斜面と関係すると考えられる。 D類はSTOOi、002、014、015、017

で出土。すぺて最終追葬、追葬を示す。最終追葬はSTOOi .014.015,017で、追葬はST002で
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第 4立各論

ある• C類の時期に追葬をしない3基の古墳があったが、同様ST003、004、011、012、016は

D類は出土していなくこの時期に追葬がなかったことが考えられる。 E類は古段階と新段階に

わかれるが、 E類古はST002、003、004、010、Oil、012、016で出土。すべて最終追葬、迫葬

を示す。 ST002、003、011、012、016は追葬でST004、010は最終追葬である。 D類、E類の

時期に新たに築造を始めることはなく古項築造の休止期間で、追葬のみなされたことを伺わせ

る。この築造休止期間をおいてE類新がST002、003、Oil、012、013、016、019で出土。 ST

013、019が築造を示し、 ST002、003、011、012、016が最終追葬である。

以上、出土土器からみた古収築造、追葬について考えてみた。しかしこのA~E類は明確に

時期差を表すものではなく器種も須恵器の杯森・身に限っている。また、古坑の遺存状態によっ

て土器の出土飛も違うであろう。築造時期は項丘盛土内出土土器をもって決定することが確実

であろうがこのような例は少ない。これらのことからこの分類はあくまでも形成過程を検証す

るための一つの方法であると考えたい。

以下、石室主軸、石室形式、立地、とくに調査区中央の地山整形斜面の上段、下段のどちら

に占地するかなどの点を加味し古墳群の形成過程について考えてみたい。

(2) 石室主軸方向からみた群構成

石室主軸方向（開口方向）を表した図がFig.325である。石塞開口方向は大きく 2つに別れ、

南西開口をA群、悴j東開口をB群とした。 A群にSTOOi、005、007、008、014、016がB群に

ST002、003、004、006、$X009、010、011、012、013、015、017、018、019がある。このA

群と B群の開口方向の違いは地形の制約上おきた偶然の一致ではなく、墓道を共有する大きい

単位群を想定できる。

A、B群の古瑣配置を示したのがFig.325である。調査区中央の地山整形斜面については後述

するがこの斜面の上方を上段、下方を下段とするならば、 A群上段にSTOl4、016が、 A群下

段にSTOOi、005、007、008がある。また、 B群上段にSTOJ3、015、017、018、019がB群下

段にST002、004、006、SX009、010、Oll、012がある。このA,B群と いう 2つの出位群9こ

わけてそれぞれの群のなかでの築造過程を Fig.325に示す。

石室主軸によって析出した2つの単位群にはA群にSTOI4、B群にSTOl5という陪層差を

思わせる中心的古墳があり、この単位群が何らかの集団につながるのではなかろうか．

(3) 古墳群の形成過程について

古墳群の形成過程を考えるにあたって古瑣出土の土器の分類、石室主軸方位によるれ位群の

析出などを試みた。これらをもとに形成過程を総合的に考えたい。

B区内古墳群は 6C第 3四半期に造廷が始まり 7C第 4四半期までの 1世紀半存続しており、

この期LLLLを7段階にわけ築造過程を示したのが Fig.326である。
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I. 祁谷遺跡における古項群形成過程について

届甜 A 群 B 群

1 命STOl4 

2 ll STOIG S TOIS-S TOI7 

＇ 
3 類 STOOS S TOII-S TOl2 

4 I£ S TOOi. S T007 SS TX 匹四.. SS TTOlllOlO . S T 四

5 品
6 E 

＇ S S TT000168 , S S TT00113 9 7 煩 STOOS 

群別古項築造段階

山
形

地
整，

 

区涵A群

二 B群 群別古瑣配t匹図

Fig.3お石室主軸方位、築辺段階図

ところで、本古坑群において潤在区を南北に二分する地山整形斜面がみられる。これは標高

差が東端で4.5m、西側で 2mを潟るもので地山整形としては大規模なものである。この斜面の

上段で傾斜角度は約17度あり、当時の地形ではその傾斜角度で斜面が尾根裾部までのびていた

のであろう。古墳は尾根上方から築造を開始し、尾根下方へとy域を広げていく。尾根上方で

は斜面の傾斜角度はきつく、そのような地形で古瑣を築造するにはST016古項にみられるよう

に奥壁背後の地山を大きく馬蹄形に拙削したり、 STOl5古坑のように馬蹄形周溝、あるいはS

T014、017古項のように項丘列石を巡らすことなどが必要となる。そこで、大きく尾根の斜面
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を東西方向にカットすることでより平坦な地形を得る ことができる。この地山整形斜而下段の

斜面傾斜角度は約10度と上段よりも平坦になっており古坑築造が容易になっている。

このような地山整形は相当の労力を必要としたであろうし、この整形斜面の上段と下段で追

葬の空白期間があることなどを考えれば政治的な廷域の再編なども予想される。この地山整形

斜面がいつ、どの段階でなされたのかが問題になろう。以下、これらのことについて段階をおっ

て説明していく。

第一段階 (1118古段階 A類）

尾根のほぼ中央にSTOl4古瑣がつくられる。本墳からは切子玉、耳環、管玉ほか多くの装身

具が出土しておりその址は卓越している。被葬者の階層差が伺われA群の中心的古瑣と考えら

れる。また、この段階でB区内にはST014古墳のみ築造され、他にはつくられない。しかし尾根

上方にはすでに築造される古項群はある。地山整形斜面の掘削もなされない。

第二段階 (1118新段階 8類）

第二、第三段陪は土器形式からは同一時期となる。この時期において調査区を二分する整形

斜面を掘削したと考え同一時期を二段階にわけた。第二段階は地山整形斜面上段にST015、

016、017古墳が築造される。

A群ではST014古坑の北西24mで約4.5m高位位にST016古墳が築造される。 STOl6古墳

からはこの時期を示す土器は出土していないが、 ST014古墳と石室形態、玄室規模が類似する

ことなどから第二段階とした。

B群ではSTOl5、017古瑣がつくられる。 STOIS古墳はST014古瑣の東にならんでおり、

尾根の中央に占地する。石立は玄至方形の複至両袖型横穴式石室で、玄室規模3X 3 mと他の

同形式石室に比べ大形である。副葬品では鞘尻金具、鐙、ガラス玉が出土している。これらの

ことからSTOl5古墳はB群の中心的古墳と考えられる。STOJS古項とST014古墳は墳丘で切

り合っているがSTOl5古墳周洞はST014古墳までのびていないことなどから、STOJS古墳を

築造する段階にはすでにST014古憤はあったと考えられる。 A群でST014古墳（中心的古墳）

→ S TOJ6古墳のようにB群ではSTOl5古項（中心的古墳） ーSTOI7古瑣がいえよう。

第三段階 (1118新段階 B類）

地山整形斜面下段にA群STOOS、B群STOIi、012古墳が築造される。 STOOS、011古墳は

等高線をみてもわかるようにそれぞれ南西、南東に突出した地形に占地している。地山整形斜

面下段に古墳を築造する際、このような優位な地形から築造を始めていったのであろう。従っ

てSTOll古坑と ST012古墳はSTOIi→ S T012の築造順が想定できる。

STOJ2古墳は調査区東端で地山を逆L字状に大きく掘削している。そのため坑丘基底面がS

TOH古墳よりも約 Imちかく低くなる。同様の地山整形が調査区西端のST002古墳にもみら

れる。
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I. 都谷遺路における古項群形成過程について

1段陛 (A類 ・IIIB古期） 2段階 (B類 ・IUB新期）

3段陪 (B類 ・1118新期） 4 段陪 (C類 • IV期）

5段階 (D類 ・V期） 6 段階 (E類 • VI古期） 7段階 (E類 ・VI新期）

Fig.326 古坑群形成過程図
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Tab.45 古項群築造 ・追葬過程表

群 ；遺 構;A類(ITIB古） )B類(11[B新）)C類 (IV) (D類 (V} IE類(VI古） :E類(VI新）

¥ST014¥ ： l i ； i 
i STOI6: ： 

： ： 

A : 'STOOS: ' l ； ! ； ： 

群：: S TOOi: I i i ： ： 

i S T007) ： ： 

Is TOOS( ； ： ： ： 

:STOI5) ； ： ； 

!STOl7' i ； 
ヽ ： 
： 

!S1'011; ： ： I i ： 

! S T012j ： f ； ： 

a: ・ S T002j : ： ： 

i S T003[ ： [ ー ： I ： 

!ST如 ； ： ： ： ：． 

: S X009( ； ； ： i ： ： 
群：: S TOIO[ i ： i i ： 

! S T0l3! ： ： ： 

! S T018j i ： ： 
j S T019( i i i i i 
(ST姻： ； ： ： 

! 
： 

： ： 
↑ ^ ~ ~ ~ 

地山整形 古墳築造なし

第四段隋 (IV期 c類）

この段階において最も古墳の築造が盛んになり 7基がつくられる。 A群にはSTOOi、007古

墳が築造されるが、 STOOS古瑣の両側につくられる。 B群にはST002、003、004、SX009、

010古墳がある。SX009、STOlO古墳は地山整形斜面の下端際に並んでつくられる。SX009の

性格は不明であるがSTOlO古墳とほぼ同時期のものであろ う。 ST002古墳は調査区西端に地

山整形斜面を切ってさらに逆L字状に地山整形をする。 STOl3古墳の墳丘基底面より約2m

低くなる。 ST002古墳は立地からすればA群であるが石室主軸の結果、 B群と した。

S T003、004古墳はSX009、STOlO古墳の下方に並ぶ。 STOOi古墳とST003古墳は切り

合っており、古墳占地からSTOOi→ ST003であろう。また、 ST003古墳の墓道はSTOOi古

墳周溝と共有していたと考えられる。

地山整形斜面の上段のST014、015、017古墳はこの段階において追葬はされない。

第五段隋 (V期 D類）

この段階で新たに築造される古墳はな (A群STOOi、014古墳、 B群002、015、017古墳が追
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I. 都谷遺跡における古墳群形成過程について

葬される。第四段階で追葬されなかった地山整形斜面上段のST014、015、017古坑のうちST

014、015古墳は最終追葬となる。第3、第4段階で築造された下段のST003、004、010、011、

012古瑣は追葬されない。

第六段階 (Vl古段隋期 E類｝

前段階同様、新たに築造される古墳はない。追葬はA群ST016、B群ST002、003、004、

010、011、012、01活坑でなされる。このうちST004、010、017古項が最終迫葬となる。

第七段隋 (VI新段階期 E類）

A群はSTOOS、B群はST006、013、018、019古墳が築造される。 STOOS、006古墳は小石

室で地山整形斜面下段につくられる。 ST013、018、019古墳は地山整形斜面上段につくられ

る。玄窒方形の隼窒両袖型 ・無袖型で前庭側壁は連接しなく石室形態からすれば新時期になる。

遺物出土黛も少ないが、元来副葬品は少なかったと思われる。 ST016古墳はこの段階まで追葬

される。

この第七段階をもって本古墳群は全く造楳、追葬活動を停止する。

以上、B区内古頃群の形成過程について各段階をおって述ぺてきた。本古項群は 2つの単位

群からなり、それぞれにSTOl4、015古墳といった中心的古墳をもつ。また、副葬品からみると

鐙、轡、杏葉といった馬具が18碁中5荘から、鉄鏃、剣などの武器類が11基の古項から出土してお

り、これは、被葬者が「等質」ではなく「隔差Jがあることを物語っていよう．そして本古墳群全体

の被葬者集団が武装簗団であることもいえるのではなかろうか。

調査区中央に東西にはしる地山整形斜面は本古瑣群形成過程において画期となる。これは尾

根を束西に中断するように2~4m程も掘削するものであるが、 A、B両群の造墓集団がこの

作業に従項したのであろう。この地山整形は本古坑群中における墓域の再編成であるが問題は

この掘削が外的要因により強いられたのかそれとも造墓集団内において自発的におこなったも

のなのかである。どちらであるかそれを実証するすべもないが、このような大がかりな地山整

形が古墳群内でなされたという事実は見逃せないし、古墳群形成過程における甚域の再編成と

いうひとつの事実を提示できた。

本遺跡の調査は、このように古墳群とりわけ密集型群集墳のひとつの項例として多くの情報

を提供してくれるものとなった。

く参考文献＞

1. 緒方泉「椎田バイバス関係埋蔵文化財調査報白書2」1990

2. 辰巳和弘「密集型群集墳の特費とその背長」「古代学研究J100 1983 
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2. 調査区外の古墳群について

本古沢群は幅50---90mを測るやせ尾根上に立地している。束丙は急斜面となり限定された廷

域に30数基もの古項を築造し密集型群集墳を形成する。古濱群の形成過程を述ぺるには前述し

たように調査区外のものも含めて考えなければならない。

そこで調査区外を踏査した結果17甚の古坑を確認し本調査区遺構番号から連番号をつけた。

その図を Fig.327に示す。この17基のうち 3基は天井部まで完存しておりその石至計測鎖を下

記に示す。他の古墳は盛土が若干残り、天井石が抜き取られ項丘頂部が径むものがほとんどで

あった。石室開口方向はST034が西方開口で、ほかはすぺて南方開口である。 ST020から032

まで尾根上に 2列に並ぶのはそれぞれがA、B群に相当するのかもしれない。 ST031、32古墳

上方に段状地形がみられるが、調査区中央の地山整形と同じものの可能性がある。ST033~036 

は尾根上に並び034上方から傾斜角度がきつくなる。またこのST034のみ西方開口で、尾根幅は

!Omを測る。 035、0361こなるとさらに尾根幅が狭くなり斜面傾斜角度はきつくなる。

遺綱名1石室形式 I玄室中央艮X中央蝙l鯛寇巾央長x中央幅 1玄門蝙1前l"lllll玄宣天井高l籟皇天井知l玄宜比

275X252 
260X沈6

275><2l0 

180Xl70 
ISSX 180 

170Xl的 髯
拗

＿
⑳
一

m

1.09 

I.IS 

l.30 

Fig.327 都谷古墳群分布図 (I/3000) 
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3. 石室形懲について

3. 石室形態について

横穴式石室が出現して古墳群が形成される過程でさまざまな形態の石至が構築される。それ

は時間、空間軸で変化していく。そこで、石室形態分類をおこない、本遺跡群で特徴的な玄室

平面形と複室両袖型石室の前室平面形について考えてみたい。佐賀平野の石室形態分類は蒲原

氏の業績がありこれとの対比とする。

(1) 石室形態分類

石坐平面形態から 1類、11類、 Ill類の3分類ができる。 (Fig.328)

［類は羨道を連接するこ とはなく 、平面ハの字状、あるいは平行する前庭側壁をつくる。 北
ti) 切

九州型の系謂上にあろう。蒲原BI・n類に対応で きると思われる。蒲原はA類を玄室比

l.4~1. 7でやや狭長な羽子板形として、 A類の系諮上に幅広1こなったB類を設定した。基本的

に1類は平面形長方形か方形で短い前庭側壁を連接する石室とする。

u類は羨道部を連接した石室である。玄室平面形、羨道幅、天井高などで細分できるが羨道
ゅ

部を連接したものをII類とする。蒲原C類に対応し、柳沢氏のいう 「両袖型石室」に相当する。

佐賀平野では伊勢塚古墳石室に代表される。

Ill類は複室両袖型である。玄室、前室平面形、石至断面形などにより細分可能である。蒲原

D類に相当するがそれは玄室方形であり、

類には玄室長方形も含める。

この種の石室としては後出的なものとしている。 Ill

m類 （複窒）の平面形式

類 II 類 Ill 類

A

（
玄
庭
長
方
形
）

B

（
玄
室
方
形
）口

0玄室中央幅より韓

室中央幡が挟ぃ．

前室11形気礫．

a
 

0玄室中央幅とll'J室
中央幅が同じ.ll'J 
室平il!i慣長方形．

b
 

Fig.328 石室形煎分類図
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この 1、N、m類は時期的に並行して築造されるし、同じ古項群の中でも同時存在する。従っ

てこの分類で時期差を求めることはできないがその出現時期は異なると思われる。 1類は北九

州型の系諮上にあり、すでに SC代には成立していたのだろう。石室平面形、上部構造などに
(4) 

変化がみられ7C代までつく られる。 II類は柳沢氏のいう「品田塚 ・日拝塚の出現」と関係あ

るのだろうが佐賀平野においてはその出現は不明である。Ill類の出現は佐賀平野における複室
!Sl 

出現時期でもある。鳥栖市田代太田古墳がその出現期にあたるものであろう。

横穴式石至を大きく 3分類してみたが、この3分類に共通しての石室の各属性の型式変化が

見られる。この変化はそれぞれの属性がからみあって時期差となって現れる。その変化には

I. 玄至平面形の変化長方形一方形

2. 石室規模の縮小化

3. 無袖化羨道幅が広くなり、袖石が退化する。

4. 玄室天井高の漸次低減化 玄室天井高と羨道部天井高、前室天井高が同じ高さに近づく 。

5. 腰石配磁の変化 横位→絞位

6. 使用石材の大形化

などがある。これらが 1、II、Ill類それぞれにおいて変化していき、各形式のなかでの型式をつく

ると考える。

(2) 玄室平面形について

石室の各属性変化のうち本報告密で取り扱った古墳で玄室平面形が長方形のものと方形のも

のの2群がある。玄当長方形をA、方形をBとして各類との組み合わせをみると

I-A類都谷CST002、東田STOOi

1-B類宮西STOOi、都谷BSTOJO、014、016、017、013、018、019

II-A類山涌西北方STOOi 

11-B類なし

Ill-A類都谷BSTOOi、002、008、Oil、AOOI、C001、D 001 

111-B類山涌新田STOOi、宮西STOOi、都谷B S T003、004、012、015

となる。II類は1基のみでこれも閉塞施設が羨道中位にあり典型的なFL類とはいえない。 1類、

m類でA、Bともみられ玄室方形プランヘの移行時期を推定できる。

玄室方形プランについて蒲原D類（玄室方形 ・複室）は7C以降と位置づけられている。ま

た柳沢氏は北部九州の大型石室について V期 （隼上り I~隼上り 111)に「方形プランの玄室 ・
!6) 

広大な前室 • 前室幅同様の羨道、 玄窒高のさらなる低下に特徴づけられる石盗群が出現する」

としている。その例として福岡屎勝山町綾塚古墳、浮羽町楠名古墳、長崎県勝本町鬼の岩屋古

墳、福岡県八女市岩戸山4号墳、夜須町砥上観音塚古墳石室をあげている。蒲原、柳沢氏とも

玄室方形プランの出現を7C代ととらえているが、佐買平野では伊勢塚、田代太田古墳石室は
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3. 石室形慧について

玄室長方形であり、玄室方形プランを有する大型石至はみられなくその移行時期を明確に特定

することはできない。

都谷遺跡B地区では、 1類でBのみ、Ill類でA、Bともみられ同一古墳群内において玄室長方

形と方形プランが混在して築造されることが祖取でさた。そこで、石室型式と築造時期をあわ

せてみたが長方形から方形プランヘの移行時期を見いだすことはできなく、むしろ長方形、方

形プランとも同時期に築造される という結果がでた。しかし、その築造時期について 1-B類

であるST014は6C第3四半期の築造で、同様に宮西遺跡のSTOOiは1-B類、 ST002はIll

-8類でともに6C第 3四半期の築造であり、方形ブランの出現を 6C後半までさかのぼらせ

る可能性がでてきた。
m 

都谷遺跡B地区ではn-B類がみられないが、周辺古瑣では西原遺跡STOt2、016古墳、六

本黒木遺品ST043、神埼町山崎古品などが11-B類と してあげられる。いずれも玄室長とほぼ同

じ伐さの羨道を有し、築造時期は小田編年111B期である。西原遺跡、山崎遺跡の各報告者はこ
114 

の方形ブランについて「肥後型」との関係を示唆しているのは興味深い。

「肥後型」の影響のもとに これら方形プランが成立したとする には検討不足であるが、佐賀

平野において規格をも った玄室平面方形石室が6C後半には築造されているという事実は認め

ざる得ないであろう。玄室平面形が長方形から方形へと同一系譜上で変化していくのか、方形

プランが例えば 「肥後型」のよう な別系諮として出現するのか今後の諌題である。

(3)複室平面形について

複当の出現時期については本遺跡群の中では明確にできなかった。しかし、都谷遺跡B地区

において躙査区外の尾根上方にも複室石室をもつ古坦が3基あ り、尾根上方から古墳がつくら

れること を考えるならば調査区内でもっとも早く築造されたST014と同時期かそれより早く

築造されたことがいえる。すなわち複至出現期について小田ma期以前を推定できる。

また、 III類（複室）にもA (玄室長方形）と B<方形）がみられることは、1、II、III類石

室に共通して玄室平面形の変化がみられることを物語るのだろう。

とくに、ここでは前立平面形に2つのクイプがあることに注目したい。都谷遺跡B、ST002 

に代表されるような玄室中央幅と前窒中央幅が同じで、前至平面長方形のもの(b)と前室平面方

形気味で玄室中央幅より前室中央幅が狭いもの(a)の2つである。これらによりIll類を細分して

みると

Ill-A-a類都谷BST008、A001、D001 

lll-A-b類都谷BSTOO! 002 Oil、C001 

UJ- 8—a類都谷BST003 004 015、宮西 ST002

UI-B-b類都谷BSTOI2、山浦新田 STOOl 

となる。前至を平面慣長形かあるいは方形気味につくるかは石立設計段階ですでに思考してい
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Fig.329 11-B類石室 (1/120)
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3. 石室形態について

たことであり、石材選別、取得、石至構築という工程をえて築造に至ったのであろう。ならば

この前室平面形による 2クイプの型式設定は可能であり、系譜、地域差、時期差をもつのであ

ろう。
OD 四

周辺遺跡にこれらの類例を探してみると aクイプは西一本杉STOl2、上三津栗原STOOi、
四 Qf lll1 吟

鷹取山 1号墳、山浦8号墳、黒土原ST003、005、的小渕古項など地域を問わず一般的に見ら
切 00

れる。それに対してbクイプは深底 l、2号積、東十郎第4区4号、 9号、第7区3号坑など

佐賀平野東部地域にみられる傾向がある。
四

九州における複窒の出現について山崎 (1984)は熊本県玉名市伝佐山 ・塚坊主古項を初現期

の例としてあげた。さらに筑前では6C中葉頃、羨道部が未発達な複室構造を有する横穴式石

至が現れるとして、その例として福岡市束光寺剣塚古瑣、那珂川町観音山古瑣群中原支群 1号
QI 

墳をあげている。抑沢 (1990}も初期の複室墳を伝佐山 ・塚坊主古打にもとめその時期をlll期

” 後半とした。小田 (1968)は肥前 ・肥後では6世紀前半代に比定される須恵器第II様式の段階

に複窒の形成が現れ、筑前、筑後地域では第II様式あるいはおそく とも第Ill様式の出現までに
(ll) 

は形成されはじめたとしている。また、安承周 (1988)は複室構造を扶余陵山里（百済）の東

下塚に起源をもとめ九州の初期複窒項として福岡県王塚古墳、福岡県庄座塚古打、熊本県大坊古

瑣をあげている。佐双平野の初期複室墳については明確に位四づけられるものはなく 6C中葉

築造とされるl;!,栖市田代太田古坑が古いものと考えられている。

こういった複室墳の出現過程をみると出現期の複室構造をもつ石室の前室は未発達であるこ

とが君取できる。そこで前述したa・bタイプに時期差をもとめるならば、aタイプが先出と

いうことができる。 bタイプは佐賀平野でも東部地域を中心としてみられるところから、b夕

イブ石至の成立には他地方からの影響が十分考えられるのである。

(4) おわりに

横穴式石室を I・ll・lll類に分類し、各類9こ共通した石室変化のうち玄室平面形と複室墳前室

平面形について考えてみた。

玄室方形プランは佐買平野において 6C後半には出現しており、それぞれの古墳群において

規格をもって築造されているようである。 Fig.149で玄至法虻図を示したが都谷遺跡の場合、玄

室規模2X 2 mがその目安となるであろう。

複室墳については前室平面形が横長形で玄室中央幅と前室中央幅が同じであるものが佐賀平

野東部地域を中心と して築造されている。これはaクイプからbクイプヘの型式変化でなく、

bクイプそのものが地域性をもつものであろう。

古墳時代後期は律令制萌芽期である。都谷遺跡1こみられるように極めて限定された募域のな

かに古墳を築造しているという事実は、外からの規制によるものであろう。その中に築造され
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る古墳石室をみても規格性を見いだすことができる。その規格は時間、地域、系譜をあらわす

ものでさらにいえば石窒築造にかかわるエ人集団まで想定できるものであろう。各類の細分な

ど今後の石室形態研究の課題としたい。
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成分分析結巣

く付論） 烏栖市都谷遺跡出土の耳環成分分析について

佐賀県工業試験場機械金属部

臼 井 一 郎

資料一覧表

遺虜名 r屯穏奮号 翌景縁遺蓄物号 絨分分析給墨 試料心 遺綱名 Fig.・ 図量9壼県録遺壽掬号 成分析餡晨

MKDS・TB 叫 46・237 86・<65 金主体に11墨入 6 MKOS ・C TOOZ 136-859 紡•“以3 銭

MKDS-TB OOi 23-990 66-』62 綱 I 7 MKDS-TB 004 46-2祁 邸—464-l 銭

MKD STB 016 110•620 邸•4044 銀 I 8 ” 
46・236 訳;-464-2 嗣

MKDS-T8 釦 46-238 86-466 銀
＇ 

， MKOS-A TOOi lJ-: 渇 86-459 途と銭が混合

MKDS -C T002 136・860 紐・4802 畿 10 MKDS -TB Ol7 122・717 邸-4918金と鐵が溢合

成分分析結果

古慣出土の耳顎等を、 EPMA(電子級マイクロアナライザー）を用いて、成分分析した結

果を述ぺる。

最初に、EPMAの詞定原理を簡単に説明すると、 EPMAは分析しようとする金屈、セラ

ミックス、鉱物、木材、ガラス等の試料に霞子線の束を照射し、発生する二次鑓子、反射電子、

吸収電子、特性X線等を測定 ・解析することにより、試料の電子顕微鏡像 (40倍~36万倍）の

観察 ・撮影、原子番号5番のB (ポロン）から92番のu(ウラン）までの定性 ・定量分析（成

分分析）等を、分析試料を壊さずに、行える装誼である。

分析結果のチャートをNo.I ~10に示す。ここで、チャ ート中のELの列は元索記号及び特性

X線の種類を表し、例えば左上のY-1はイットリウムー1線である。 COUNT(カウント）の

例は、 1秒あたりの特性X線の数を表し、 INTENSITYの列は、それを識別しやすいように記

号を用いて図式化したものである。 ＊の印はバックグラウンドと呼ばれるもので、試料中の成

分として意味があるのは、十の印で表された部分である。

No. lを見ると、 AU(金）及びAG(銀）のカウント数及び＋の印が多く、この試料は金主

体のものに銀が混じったものと考えられる。なおAL(アルミニウム）、Tl(チクン）、 K(カ

リ）等にも＋の印が出ているが、これらは出土物に付貯している土 • 砂の成分と考えられる。

No. 2を見ると、 cu(銅）のカウント数及び＋の印が多く、この試料はほとんど銅からなる

と考えられる。なお、 OS<オスニウム）もカウント数及び＋の印が多いが、これは銅の特性

X線の副次線によるものでオスニウムは実際には存在しないと考えられる。他の成分はNo.Iと

同様に土 • 砂の成分もしくは微嚢成分である．
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No.3を見ると、 AG(銀）のカウント数及び＋の印が多く、この試料の主成分は銀と考えら

れる。また、 CL (塩素）のカウント数及び＋の印も多いが、塩素分が銀と化合して塩化第 1

水銀あるいは塩化第2水銀の形で存在していると考えられる。

池 4を見ると、AG(銀）のカウン ト数及び＋の印が多く、この試料の主成分は銀と考えら

れる。また、 s(イオウ）のカウント数及び＋の印も多いが、イオウ分が単体で混入もしくは

付行、あるいは銀と化合して硫化第2水銀の形で存在していると考えられる。

油 5、6、7を見ると、内容はほとんどNo.4と同様である。

No.8を見ると、cu(銅）のカウン ト数及び＋の印が多く、この試料の主成分は銅と考えら

れる。また、 FE(鉄）もある程度入っている。なおAL(アルミニウム）、 SI (ケイ索）、

MG (マグネシウム）等の成分は土 ・砂の成分である。

地 9を見ると、AU(金）およびAG(銀）のカウント数及び＋の印が多く、この試料は金

と銀が混じったものと考えられる。

N<llOを見ると、 No.9と同様な分析結果で、この試料も金と銀が混じったものと考えられる。

なお、 EPMAの分析領域は、試料表面の数十ミクロン（ミクロンは千分の 1ミリ）程度の

限られた範囲なので、分析結果を検討する際には、この点を留意しなければならない。出土物

の試料内部全体を分析するには、切断等により内部の断面を出す必要がある。
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本川原遺跡出土試料分析結果

本川原遺跡出土試料分析結果

（電子線マイクロアナライザー高速定性分析）

本HI原遺跡から出土した金属と思われる塊状試料を、 EPMA(貫子線マイクロアナライ

ザー）を用いて、成分分析 (2ヶ所潟定）した結果を述べる。

最初に、 EPMAの潟定原理を簡単に説明すると、 EPMAは分析しようとする金属、セラ

ミックス、鉱物、木材、ガラス等の試料に電子線の束を照射し、発生する二次電子、反射電子、

吸収電子、特性X線等を測定 ・解析することにより ｀試料の笥子顕微鏡像 (40倍~36万倍）の

観察・搬影、電子番号5番のB (ポロン）から92番のu(ウラン）までの定性 ・定黛分析（成

分分析）等を、分析試料を壊さずに、行える装四である。

分析結果のチャートをNo.I及びNo.2に示す。ここで、チャート中のELの列は元素記号及び

特性X線の種類を表し、例えば左上のY-1はイットリウムー 1線である。COUNT(カウント）

の列は、 1秒あたりの特性X線の数を表し、 INTENSITYの列は、それを識別しやすいように

記号を用いて図式化したものである。 ＊の印はバックグラウンドと呼ばれるもので、試料中の

成分として意味があるのは、十の印で表された部分である。

No. lを見ると、 PB(鉛） のカウント数が多く、鉛以外の成分はカウント数が少なく 、微量

もしくは存在しないと考えられる。池2も同様で、これらの結果から、この試料は鉛塊と考え

られる。
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成分分析結果
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