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徳永川ノ上遺跡II

本文

福岡県京都郡豊津町大字徳永所在遺跡群の調査



序

福岡県教育委員会は、建設省九州地方建設局の委託を受けて、昭和62(1987) 

年から一般国道10号椎田道路の建設に先立って埋蔵文化財の発掘調査を実施して

まいりました。発掘調査は、平成 2年度に終了し、平成4年12月25日に椎田道路

が全線開通しました。

この報告書は、昭和63年度から平成 2年度に発掘調査をした京都郡豊津町大字

徳永所在の徳永川ノ上遺跡群についての第 2冊目のものであります。徳永川ノ上

遺跡は、プレ縄文・縄文・弥生・古墳・古代・中世の各時代の複合遺跡でありま

すが、第 2冊目の報告が弥生後期から古墳前期の墳墓群を対象とし、第 1冊目が

弥生時代以前、第 3冊目が古墳時代以後を収録することになります。この第 2冊

目の報告の特色は、弥生時代終末期を中心とした墳丘墓群に多数の銅鏡．至類・

鉄器を副葬している京都地方の首長墓であることです。報告書として十分に条件

を満たしているものではありませんが、豊前地域の古墳出現直前の様相を知る資

料として地域史研究や文化財保護思想普及などに広く活用していただければ幸甚

に存じます。

発掘調査及び整理報告にあたって、御協力いただいた方々に深甚の謝意を表し

ます。

平成 8年3月31日

福岡県教育委員会

教育長 光安常喜



例ロ

1 この報告書は、昭和63年度から平成 2年度までに、福岡県教育委員会が建設

省九州地方建設局から委託をうけて実施した、一般国道10号線椎田道路建設予

定地のうちの第 4地点についての埋蔵文化財発掘調査の記録である。

2 本書は、一般国道10号線椎田道路関係埋蔵文化財調査報告の第 7集で、福岡

県京都郡豊津町に所在する徳永遺跡群の「徳永川ノ上遺跡」に関する第 2冊目

の報告書である。なお、昨年度の弥生時代以前を扱った第 1冊目の「徳永川ノ

上遺跡 I」、本年度の弥生後期後半から古墳前期を収録した第 2冊目の「徳永

川ノ上遺跡1I」、今後古墳中期以後を扱う「徳永川ノ上遺跡m」を引き続き刊

行していく予定である。

3 報告書に掲載した遺構の実測図は、柳田康雄・緒方泉・小川泰樹の各調査担

当者と大西智知・笠由美子・荒巻朋子・犬塚カヲル・植山智保子・川野礼子・

木下秀子・竹本美由紀・溝辺慶子・三井恭子の各氏が、遺物の整理、図面の作

成には担当者の他に岩瀬正信・豊福弥生・原カヨ子・平田春美・江口幸子・岡

由美子・坂田順子・田中典子・棚町陽子・久富美智子•藤原さとみ・堀江圭子

• 堀之内久美子・山本千鶴美・星野恵美の各氏が従事したが、とくに鉄器の一

部について九州歴史資料館の横田義章氏が銹取りと実測図作成を担当していた

だいた。

4 掲載写真のうち、遺構は担当者が撮影し、遺物を九州歴史資料館参事補佐石

丸洋と北岡伸一の各氏が担当した。また気球写真は、空中写真企画に委託した。

5 銅鏡については、東京国立文化財研究所に修復委託したが、後に九州歴史資

料館の横田義章氏に細部調整をお願いした。

6 本書の執筆は、赤色顔料の分析を本田光子、青銅器の鉛同位対比分析を斎藤

努の各氏、他の総てと編集を柳田康雄が担当した。



本文目次

I はじめに・.....................................................................................................1 

1 調査の経過と調査の組織・................................................................................1 

2 位置と環境・・・................................................................................................5 

II 遺構と遺物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

1 C地区の調査記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

(1) 遺構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ① I号墳墓群

② I1号墳墓群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

③ Il1号墳墓群・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・28

④ w号墳墓群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

ら ⑤ V号墳墓群・・・・・・・・：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

9 ⑥ V1号墳墓群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

⑦ Vl1号墳墓群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

⑧ Vlll号墳墓群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

⑨ IX号墳墓群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

⑩ X号墳墓群・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・76

⑪ XI 号墳墓群 ·································································~·························80

(2) 遺 物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・82

① 土器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

② 鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・..・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 

③ 玉類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

④ 鉄 器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

2. D地区の調査記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・108

(1) 遺 構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

① 1号墳墓・・.........; ............................................ ; .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 

② 2号墳墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111



(2) 

①

②

 

3
 

E地区の調査記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 

(1) 

遺

土

玉

遺

①

②

③

④

⑤

 

物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....................................................'..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

類・ ························································••.•·····································115

構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115
1号墳丘墓・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・115

2号墳丘墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125 

3号墳丘墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

4号墳丘墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・: .................................... _ ...... 149 
/ 

5号墳丘墓．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・・・・・・・・・・162

(2) 遺 物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164

①

②

③

④

 

土 器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
鏡・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・175

玉

鉄

類・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・178

器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:........................... 179 

III 
1

2

3

4

5

 

おわりに・・・......; .......................... •.·······························································185 
墳丘墓群・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・185

土

銅

玉

鉄

器・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・185

鏡・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ヽ ・・・186

類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186 

器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186 

w 化学分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219

(1) 

(2) 

福岡県出土青銅器などの鉛同位体比測定結果…………………………………………・221

徳永Jll ノ上遺跡の赤色顔料について・・・・・・・•……...... …• •• ………• •• ….. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・227



図版目次

C地区の調査 本文対照頁

図 版 1 1 徳永川ノ上墳墓群全景（南から）…………………………………・9-115 

2 徳永川ノ上墳墓群全景（北から）・••…………………………•••… ·115-186 

図版 2

図版 3

図版 4

図版 5

図版 6

E地区の調査

図版 7

図版 8

図版，

1 徳永川ノ上遺跡C地区墳墓群全屎…………………………………・9-108 

2 I・II号墳墓群・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・11-28

1 II-Vll号墳墓群・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24-70

2 VIII-XI号墳墓群 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70-82

1 6号墓全景...........................................: .................................. 12 

2 8号墓全景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

3 8号墓副葬品出土状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

4 13号墓副葬品出土状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

1 19号墓全景..............................................................................35 

2 19号墓鏡出土状態・・...................................................................35 

3 20号墓玉類出土状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

4 10号墓玉類出土状態・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・20

5 2号甕棺墓全景........................................................................44 

1 42号墓全景・・・・・..........................................................................53 

2 42号墓棺内全景・.......................................................................53 

3 42号墓棺外超大型鉄製釣針出土状態……………………………ヽ..………53 

1 徳永JII ノ上E 地区墳墓群全景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•…・・・・115 

2 4号墳丘墓全景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149 

1 2号墳丘墓 1号棺全景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・127

2 1号棺内副葬品出土状態・..............................: .......................... 127 

1 3号墳丘墓 3号棺全景・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・135

2 3号棺粘土除去後の蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135

3 3 号棺内副葬品出土状態•••…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ……・・・・137 

図 版 10 1 4号墳丘墓 4号棺内全景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…... …• ・・・・・・・・・・・・・・・154

2 4号棺内副葬品出土状態・・・・・・.;........................... ,. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154



本文対照頁

3 4 号棺内副葬品と人骨片・・・••…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ …... …...... …・154 

遺物

図 版 11 1 6号墓出土方格規矩鏡・・...….............................. …• …•• • …...... …・・・92 

2 8 号墓出土三角縁画像鏡・・• •• ……...... …........................................ 94 

3 19号墓出土三角縁盤龍鏡••……・ ・・・・・・・・・• • …••• ・・・・..………... ・・・・・・・……・・・95 

図 版 12 1 1 号棺出土方格規矩鏡・・・・•……... ・・・・・・・・•…...... ……・ ・・・・・....…・ ・・・・・・・・・175・

2 同赤色顔料除去後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175

3 4号棺出土内行花文鏡・.............................................................176 

図 版 13 1 8号墓出土耳飾玉 （実大） •• …... …... …・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•…... ・・・・・・・・・98

2 8 号墓出土手飾玉（実大）••……......... …......... …... ….... …...... …・・・98 

3 10号墓出土玉（左）と20号墓出土玉（実大）……………………………98

図 版 14 1 13号墓出土耳飾玉（実大）••……...... …...................... ……•• ・・・・・・・・・・98

2 D地区 2号墓 ・C地区 1号住居（右）出土管玉（実大）……………・lll

3 2 -1号棺（左）・ 3-3号棺出土玉（実大） ……………••………… 178 

図 版 15 1 4 -4号棺出土玉類 （実大） •• …•• ・・・・・・・・・・・・・・・•……・ ・・・・•• ……•• ・・・・・・・・179

2 42号墓出土鉄製釣針・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・・104

図 版 16 1 1号墳丘墓出土鉄錨（上） . 4号墳丘墓 4号棺出土素環頭刀子・179・181

C地区の調査

図 版 17

図 版 18

図 版 19

図 版 20

図 版 21

2 4 号墳丘墓 3 号棺出土透孔付鉄鏃……••……………………・ …•• …•… ·181 

1 1号甕棺墓・.............................................................................9 

2 1号甕棺・・・・.............................................................................9 

1 徳永川ノ上遺跡C地区墳墓群全景……••……………………• ….... 9 -108 

2 C 地区墳墓群全景（南上空から）……••……………………• ….... 9 -108 

1 I号墳墓群全景・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・11

2 珊-XI号墳墓群全景・・・・..……... ……•• ・・・・・・・・・・・・・••• ……• …• ・・・・・・70-108

1 I-W号墳墓群全景（蓋石除去後）……………••…………• ………11-91 

2 N-VI・W-XI号墳墓群（蓋石除去後） ………………………・・33-108 

1 3号墓....................................................................................12 

2 4号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

3 5号墓・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・12

図 版 22 1 6号墓全景・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・12



図 版 23

図 版 24

図 版 25

図 版 26

図 版 27

図 版 28

図 版 29

図 版 30

図ト版 31

図 版 32

本文対照頁

2 6号墓副葬品出土状態・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・12

1 7号墓蓋石・・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

2 7号墓土壊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

1 6・8号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12・15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・20 2 9号墓
1 10号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・20

2 10号墓（石除去後） -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

1 11号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

2 11号墓人骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

1 12号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

2 13号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

1 14号墓蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

2 14号墓土城・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

1 15号墓蓋石・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・24

2 15号墓土城・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

1 16号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

2 II-VII号墳墓群全景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24-70

1 III号墳墓群鉄剣・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・28

2 III号墳墓群4号周溝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

1 17号墓蓋石・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-,-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

2 17号墓土堀・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・29

3 18号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'.・・・・・・・・・・・・.. 30 

図 版 33 1 N-VI号墳墓群全景・・・・・・・・・・・・...…・ ・・・・・・・・・・・・・・...………...... …・・・・・・33-56 

2 19号墓副葬品出土状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

図 版 34 1 20号墓・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

2 21号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36_ 

3 37号墓蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..38 

4 37号墓土城・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

図 版 35 1 46号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..33 

2 40号墓・..................•................................................................. 33 

3 50号（落し穴） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

図 版 36 1 V号墳墓群（発掘前） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

2 V号墳墓群 3号周溝土器・・・・・・・..…• ・・・・・・・・・・・・・・・•• …····•·• ………... …•• ・・・・38



本文対照頁

3 V号墳墓群 5号周溝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

図 版 37 1 22号墓蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

2 22号墓石棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
3 22号墓石棺掘方・.......................................................................39 

図 版 38 1 23号墓・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
2 24号墓墓壊・・........................................................• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

図 版 39 1 24号墓蓋石・.............................................................................43 

2 24号墓石棺・・・・:........................... : .............................................. 43 

3 24号墓石棺掘方・.......................................................................43 

図 版 40 1 2号甕棺墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

図版 41

2 2号甕棺内・・・・・・・・・・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:........ 44 

3 63号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・49

1 28号墓標石と蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

2 28号墓土城・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

3 42号墓標石と蓋石と釣針・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・53 

図 版 42 1 2号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

2 II·ill·VI·Vll号墳墓群全景• • …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24-70 

図 版 43 1 25号墓蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
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2 2号棺蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133

図 版 78 1 2号棺土壊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・133

2 3号棺の墓堀と甕棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135

図 版 79 1 3号棺墓城の横穴・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・135

2 3号棺墓城の鋤痕跡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135

3 3号棺外の刀子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140

図 版 80 1 4号棺蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140

2 4号棺土壊……………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140 

図 版 81 1 3・4号棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135

2 5号棺蓋石・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・142

3 5号棺土城・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142

図 版 82 1 6号棺蓋石粘土目張・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・143

2 6号棺蓋石・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・143

3 6号棺土城・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・143

図 版 83 1 7号棺蓋石粘土目張・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・143

2 7号棺蓋石・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・143

3 7号棺土堀・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・143

図 版 84 1 8号棺粘土目張・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143 

2 8号棺と墓城・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・143

3 8号棺甕棺・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・143

図 版 85 1 9号棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145

2 10号棺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・145

3 11号棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147

図 版 86 1 13号棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148

2 4号墳丘墓標石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149

図 版 87 1 4号墳丘墓 （蓋石除去前） ・・・・••….... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• …• ・・・・・...….. ・・149



本文対照頁

2 4号墳丘墓 （蓋石除去後） ・・・・・・・•…・ ・・・・・・・・...….. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
図 版 88 1 4号墳丘墓発掘前・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・149

2 南周溝断面（西から）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・150

3 南周溝断面（東から）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・150

図 版 89 1 1号棺蓋石と標石 （北から） ・・・..…• ・・・・・・・・・・・・・•….. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150

2 1号棺蓋石（北から） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150

3 1号棺石棺（南から） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150
図 版 90 1 2号棺（南から） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152

2 2号棺（北から）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・152

図 版 91 1 3・7号棺（北から） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152
2 3号棺（南から） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・152

図 版 92 1 4号棺蓋石（復原） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

2 4号棺石棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
図 版 93 1 4号棺石棺と掘方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

2 4号棺墓石棺掘方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
図 版 94 1 5号棺蓋石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158

2 5号棺石棺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・158

図 版 95 1 6号棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160

2 7号棺石棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162

3 7号棺石棺掘方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162
図 版 96 1 4号墳丘墓北東斜面土器群・・・・・...….. ・・・・・・・…• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・…...... …・173 

2 5号墳丘墓周溝・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・162

図 版 97 1 5号墳丘墓周溝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162
2 周溝断面（南から）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・162

3 周溝内土器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162
E地区北端の調査

図 版 98 1 E地区北端墳墓群・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・182

2 1号墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・182
図 版 99 1 2号墓・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・183

2 2号墓・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・183

遺物

図 版 100 2号-・4号甕棺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44-80



図 版 101

図 版 102

図 版 103

図 版 104

図 版 105

図 版 106

図 版 107

図 版 108

図 版 109

本文対照頁

C地区墳墓群出土土器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

C地区墳墓群出土土器..・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

V号墳墓群出土土器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

C地区墳墓群出土土器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

1 3号墳丘墓 8号棺（甕棺） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143

2 3号墳丘墓 3号棺（甕棺）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・135

1 3号墳丘墓10号棺（甕棺） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・145

2 1号墳丘墓出土土器・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・164

2・3号墳丘墓出土土器・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・168

4・5号墳丘墓出土土器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・;・・・・・・・・173

1 6号墓出土鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

2 6号墓出土鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

3 8号墓出土鏡...........................................................................94 
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I はじめに

1 調査の経過と調査の組織

一般国道10号線のバイパスとなる椎田道路建設に伴う埋蔵文化財の発掘調査に至る経過につ

いては、『一般国道10号線椎田道路関係埋蔵文化財調査報告』第 1集「辻垣ヲサマル遺跡」

(1993年）を参照されたい。

徳永川ノ上遺跡群の発掘調査は、昭和63年 6月から平成 2年10月までの間で、建設工事のエ

期や用地買収に合わせて北九州国道工事事務所と協議し、適宜実施した。

徳永川ノ上遺跡は、用地買収が完全に終了しないままに、工事の工程上買収済の地区から発

掘調査を開始しなければならなかったため、便宜上地形に応じてA-Eの地区分けをして調査

することになった。したがって、椎田道路第 4調査地点の中央部にあたる B地点の古墳群が集

中する地区から発掘調査が始まった。

今回報告する弥生後期終末から古墳前期の墳墓群は、平成元年 1月から C地区古墳群下層遺

構として調査を始めることになった。

4月になると C地区の 3群の墳墓群から、鏡片・ 玉類・鉄器類が出土し始め、試掘で確認し

ていた荒らされた石棺墓を含む墳墓群の内容が予想以上に重要な遺跡であることが認識できる

ようになってきた。なお、 19号墓の龍虎（盤龍）鏡は、復原すると完形になるものであった。

土壊墓（石蓋・木蓋を含む）から鏡が4面分も出土し、荒らされた石棺墓を含めると、鏡の保

有数がさらに多いことを暗示している。

5月になると、大型石蓋土城墓 (42号墓）の棺外供献品として、弥生最大の鉄製釣針 5本も

出土し、大半の墳墓に鉄器を副葬し、赤色顔料の量もこれまでで最大量となってきた。

6 月には、墳丘が現存する E地区の墳丘墓群の調~ 未買収地区が隣接するなど

で排土作業などに手間取ることが多い。

7月にはD地区の調査を始めたが、 8月になると D・E地区を中断してA地区を先行させる

ことになった。

9月になるとA地区の調査が峠を越したことから E地区の調査を再開し、この間に買収済と

なった地区の表土剥ぎも平行して実施する。 21日にA地区が完了し、 D地区も再開した。

10月には、 D地区内にある高圧電線用鉄塔を C地区東側用地外に移転するために、 C地区拡

張区として発掘調査することになった。遺構は、弥生終末の住居跡などで墳墓群が確認できな

かったが、時期が墳墓群と重複することから、両者の関連が今後問題となって来る。

- 1 -



第 1図 徳永川ノ上遺跡の位置と周辺関連遺跡分布図(1/100,000)

▲ 弥生遺跡

“●●  古墳

口 豊前国府

競防湿

1 . 徳永川ノ上遺跡 2. 稲童石並遺跡 3. 前田山遺跡 4. 吉田神社境内遺跡 5. 上所田遺跡
6. 続命院追跡 7. 山鹿遺跡 8. 本庄遺跡 9. 平遺跡 10. 津留遺跡 II. 石塚山古墳
12. 番塚古墳 13. 御所山古墳 14. 石並古墳 15. 稲童古墳群 16. 辻垣遺跡群
17. 居屋敷遺跡 18. 神手遺跡 19. 綾塚古墳 20. 橘塚古墳
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表 1 一般国道10号線椎田道路関係埋蔵文化財一覧表 平成 7年3月

箇 所 名 地点 遺跡名 遺跡の概要
（当初面積） 調査完了

調査面積• m2 年月

1 辻垣
環 濠 集 落 (33,400) S62. S63 

旧 河 道 34,500 

一般国道10号 2 
徳永A 窯 跡 (980) 

椎田道路
居屋敷 横 穴 墓 1,050 

H 1. 3 

(5エ区）
徳永B 古 悶3 
鋤先

土 5,700 H 2 .10 
近 冊 墓 地

4 
徳永c 墳 丘 基 群 (11,250) 

川ノ上 弥生・古墳 12,500 
H 2 .10 

椎田道跡(5エ区）合計
(51,330) 

100%完
53,750 

5 山恭 推定地 1,000 H 1 .11 

6 石丸A 推 ケ疋上 地
(3,000) 

S63. 8 
142 

石丸B 縄 文 集 落 3,500 S 63.12 

うち6,000m'
7 中村A 散 布 地 7,700 S 63.12済

H 1. 6完

一般国道10号 8-A 中村B 推 、疋ユ→ 地
(3,000) 試掘結果

椎田道路 ゜
遺跡ナシ

(10工区） 8-B 中村B 推 疋ヽ 地
(6,800) 

H 1 .12 
150 

9-A 黒峰尾 古 墳 群
(14,780) 試掘結果

゜
遺跡ナシ

9-B 黒峰尾 古 墳 群 5,000 S62. 6 

10 選仏寺 推 、疋ユ→ 地
(1,050) 試掘結果

゜
遺跡ナシ

11 東舟入 推 疋ヽ 地
(600) 試掘結果

゜
遺跡ナシ

12 広 山 推 、疋上 地
(9,000) 試掘結果

゜
遺跡ナシ

椎田道路(lo工区）合計
(55,430) 

100%完
12,350 
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10月21・22日に現地説明会を実施したところ、両日で2,000人近い見学者があり、大盛会で

あった。

11月になると C地区拡張区が終了して埋戻すと同時に、 C地区全体も最終チェックにはいり、

墳墓群の赤色顔料の取上げも行う。

12月には、 C地区の石棺墓の石材抜取りと最終実測を行うと同時に、 E地区の墳丘と墳墓群

の蓋石の写真撮影や実測を行い、蓋石の開棺を始めたところ、 2号墳丘墓 1号棺から鏡片・至

・鉄器が出土し始める。

平成 2年 1月には、 4号墳丘墓の荒らされた 3号棺から鉄器類が出土し始め、 23日になると

4号棺で鏡の一部を確認し、後日に完形の内行花文鏡と勾玉・管玉・ 素環頭刀子が共伴する盟

主的棺であることが判明した。

3月29日に C地区を調査完了し、墳墓群より後に発掘した井戸や落とし穴など、深くて危険

な穴をユンボにより埋戻して平成元年度の事業を終了する。

平成 2年 4-5月は、 E地区墳丘墓の残りと、墳丘墓下の住居跡・落とし穴や、北側の中世

遺構や地下式横穴の調査を続行し、北端の谷部の未買収地区を残して、 5月11日に調査を完了

する。

徳永川ノ上遺跡の出土品整理は、平成 5年度から始まり、平成 6年度に 3分冊のうちの第 1

冊目、平成 7年度に第 2冊目を刊行するものである。

調査の組織と関係者は、下記のとおりである。

建設省九州地方建設局北九州国道工事事務所

平成元年度 平成 2年度

所 長 高橋松男 林＊ 久

副所長（技術） 久谷秀明 久谷秀明

建設専門官 田中睦憲 田中睦憲

建設監督官 中川博勝 田中常美

桃坂 繁 児王孝夫

工務課長 衛藤恒利 溝上利毅

工務係長 諏訪憲―

調査課長 久良木裕 松崎安則

調査係長 田中敏則 田中敏則

建設技官 井上敏彦 井上敏彦

福岡県教育委員会

総括
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平成 7年度

大内英吉郎

高崎寿男

安部純弘

中 JII 博 勝

徳 重 栄 紀

田 中 光 助

竹 下 卓 宏

田 辺 稔



教育長

教育次長

指導第 2部長

文化課長

参事

課長補佐

技術補佐

参事補佐

御手洗康

渕上雄幸

月森清三郎

六本木聖久

平 聖峰

宮小路賀宏

柳田康雄

庶務

管理係長 池原脩―

事務主査

主任主事

調査（報告）

参事兼文化財保護室長

御手洗康

濱地甫伯

月森清三郎

六本木聖久

勝

雄

雄

弘

義

好

康

邦

野

松

田

島

安

石

柳

副

池原脩―

和田健作

喜

功

夫

俊

雄

士

常

茂

正

康

浩

安

枝

林

尾

田

永

光

松

丸

松

柳

元

弘

也

裕

達
上

口

井

橋

郎

夫

康

恭

俊

裕

田

田

田

柴

沢

高

（柳田康雄）

参事補佐兼調査班総括 柳田康雄

技師 緒方 泉・小川泰樹
すみ

なお、調査補助員として、大西智和・長屋伸・鷲見昌尚・笠由美子が調査に参加した。

報告書作成については、図面の整理等で関久江・土山真弓美・山田智子・小国みどり・穴見

裕子・高島妙子・安永啓子・近藤京子・森紀子・坂本恵津子・安武道子が参加した。

2 位置と環境

とくながかわのうえ みやこ とよつ

徳永川ノ上遺跡は、福岡県京都郡豊津町大字徳永に所在する徳永遺跡群の一部で、小字名が
かがんじ

南側から川ノ上・果願寺に所属する。徳永川ノ上遺跡は、工事の工程上などから地区分けして

調査したが、南側のA・B地区が川ノ上、北側のC-E地区が果願寺に位置し、副葬品の豊富

な弥生終末の墳墓群が果願寺に属することになるが、遺跡名としては総称して徳永川ノ上遺跡

とした。椎田道路の建設省工事分のこの第4地点は、日本道路公団工事分の第 1地点に接続し
こうで

ている。その第 1地点が神手遺跡（註1)で、古墳群を主体とした遺跡範囲が小字神手になり、

道路幅の発掘調査地区の弥生前期環濠集落を主体とした地区が小字川ノ上の南端にあたる。
いやしき

徳永遺跡群としては、この地に第 2 地点の徳永居屋敷遺跡（註 2) が弥生墳墓•初期須恵器
すざき

窯跡・古墳横穴墓群、第 3地点の鋤先遺跡（註 3)が縄文落し穴群・古墳横穴墓群・中近世遺
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構群として調査されている。

徳永川ノ上遺跡は、長峡川・今川・ 1巖‘川の 3本の河川によって形成された京都平野の南東

側で、祓川右岸の標高24mから30.2mの洪積台地上に立地している。対岸にあたる祓川左岸は、

標高差が8mも低い水田地帯で、その水田地帯の中央にある微高地で豊前国府跡が確認されて

いる。本報告が弥生終末から古墳前期の墳墓群であることから、周辺遺跡の紹介も同時代に限

定したい。

福岡県の旧京都郡と築上郡を合わせて京築地方と呼んでいるが、この地方の弥生終末から古

墳初期は、かならずしも明らかになっていない。この地方では、九州での最古型古墳とされて

きた苅田町の石塚山古墳も発掘調査によって内容の一部が明らかになると同時に、これより古

式の福岡市那珂八幡古墳や小郡市津古生掛古墳の存在が明らかになり、「畿内型古墳」（註4)

・「定型化古墳」の再考の声も高まってきた。さらに弥生終末の土器型式の認定についても、

西新町式と庄内式・布留式土器が併行することが、この地域の苅田町松蔭天疫神社 1号墳等で

も明らかになってきたし、これより古式で近年になって西新町式に含まれるようになった行橋

市竹並A-10号墳（註5)のような高杯の存在もある。拙稿では（註6)、竹並A-10号墳出土

土器を弥生終末、松蔭天疫神社 1号墳出土土器（註7)を古式土師器とする立場から述べる。

京築地方では、弥生終末から古墳初期の集落として、苅田町木ノ坪遺跡（註8) ・豊前市団

後遺跡（註 9) ・大平村上唐原遺跡（註10) ・築城町十双遺跡（註11)、そして豊津町徳永遺跡群

の神手遺跡と徳永川ノ上遺跡などが知られている。この他に、住居跡は検出されていないが、

溝や谷で多量の遺物が出土した行橋市辻垣遺跡群（註12)などと未報告の遺跡も多い。

墳墓関係遺跡としては、後漢鏡を副葬していた行橋市前田山遺跡（註13) ・稲童石並遺跡

（註14)• 勝山町上所田遺跡（註15)• 犀川町山鹿石ケ坪遺跡（註16) ・豊津町平遺跡（註17)・

大平村穴ケ葉山遺跡（註18)などがあり、小形佑製鏡を副葬していた犀川町続命院遺跡（註19)

• 本庄遺跡（註20) ・山鹿石ケ坪遺跡（註21) ・タカデ遺跡（註22)・ 前田山遺跡などがある。

前期古墳としては、石塚山古墳（註23)・ 松蔭天疫神社古墳群（註 7) • 竹並古墳群（註5)

・大平村能満寺古墳群（註24)などがある。石塚山古墳は、墳丘規模120m前後の「畿内型」前

方後円墳の典型とされ、長大な竪穴式石室に三角縁神獣鏡 7面以上・獣帯鏡などを副葬してい

た。能満寺古墳群は、前方後円墳 (3号墳） ・方墳 (2号墳） ・円墳 (1号墳）の各 1基から

構成され、 2・1・3号墳の順に築造されたと報告されている。出土した土師器から判断する

と、 2番目に築造されたとされる 1号墳でさえ石塚山古墳出土土器より古式であり、最後の築

造とされる前方後円墳が時期の前後関係を判断できるような土器資料がないことからも、京築

地方においても石塚山古墳以前の古墳の出現の可能性が考えられるようになってきた。
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1 C地区の調査記録

(1) 遺構

II 遺構と遺物

C地区では、地区の北側半分に群集する弥生終末期から古墳初期に属する墳墓群を本報告書

で取扱うことにし、それ以前の遺構を前年の報告害である「徳永川ノ上遺跡 I」で報告したが、

甕棺墓のみ今回報告と同じ関連番号を付していたことから、 C地区南側に位置する時期の違う

1号甕棺墓も報告する。

C地区の主体的な遺構は、地区の北半部の祓川に沿った西側に南北方向に群集する墳墓群で、

前回報告した方形竪穴住居跡が、一時期に東側に共存している。しかし、竪穴住居跡が一部焼

落ちていることと、住居の大半が意識的に埋め戻されていること、さらに北側のD・E地区で

完全に住居跡と墳墓群が重複していることから考えると、墳墓群の成立と構成が問題になって

くる。そこで、 C地区では、墳墓群に墳丘の一部や周溝が検出されたことから、墳墓群の大半

が墳丘をもった群から構成され順次築造されたものとして、墳墓群ごとに説明する。したがっ

て、調査時に各遺構に付けた通し番号をそのまま利用しているので、第 2表の墳墓一覧表は、

番号順に並んでいない。さらに、 C地区南側の弥生中期に属する土壊墓（既報告）と甕棺墓各

1基を今回に含め、墳墓ではなかった33号墓を欠番とし、次回に報告する方墳群と同時期のC

地区南側に位置する45号墓を次回に報告することとした。

墳墓群は、 C地区中央部に位置する一群が独立して営まれ、明らかな区画をもった一群とし

て認識可能なことから、これを I号墳墓群として北側に向って順次 XI号墳墓群までを想定し

た。ところが、群・周溝などから分離するものもあるので、これらは最も近い墳墓群のところ

で説明することにした。

1号甕棺墓（図版17-1、第 3図）

1号甕棺墓は、 C地区の南側の 1号土壊墓の東側に位置する。甕棺墓は、削平によって上甕

の大半と下甕の一部を欠損し、墓壊も浅く検出された。検出された墓堀の現状は、平面形が瓢

形を呈することから、本来は竪穴部に横穴を穿つ墓城形態をとるものと思われる。墓城の規模

は、全長116cm、竪穴部幅44cm、横穴部幅48cm、竪穴部深さ 5cm、横穴部深さ23cmで残ってい

た。墓壊内の甕棺は、小型甕を利用した合口式で、口縁部どうしを直接合わせている。甕棺は、

主軸方向をN30°Eに向け、傾斜角度30度に埋葬されていた。

甕棺（図版17-2、第 4図）
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上甕は、口縁部付近が復原できたにすぎない。口縁部は、く字形に屈曲し、口唇部内側を摘

上げ、口縁下外面に断面三角形突帯一条をめぐらす。外面に煤が付着しているので、 日常煮沸

甕を転用している。

下甕は、完形に復原できた。口縁部形態は、上甕と同じく摘上げ口縁で、胴部外面にハケ目、

内面がナデ調整され、底部が割合薄造りで外面がくぼむ。外面の底部付近以外に煤が付着し、

28.6m 

E
 g
・
s
z
 

e
 g・
s
z
 

2
8
.
6
ヨ

28.6m 

゜
第3図 1号甕棺墓実測図 (1/20)
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上甕同様に日常煮沸甕

の転用である。甕の大

きさは、口径35.6cm、

器高44.7cm、胴最大径

34.6cm、底径8.6cm。

甕棺の時期は、弥生中

期末で、同時期の遺構

としてB地区に炭化米

が出土した 3号住居と

27号貯蔵穴（長方形土

城）がある。

① I号墳墓群（図

版 2-2、19-1、第 5

図）

I号墳墓群は、弥生

終末から古墳初期に属

する一連の墳墓群でC

地区の南端に位置する

だけでなく、墳墓群全

体の南域をも占めてい

る。 I号とした墳墓群

は、北側の他の群から

独立するだけでなく、

墳墓群の西側で検出さ

れて 1号不整形土城と

した遺構が、北側のV

~ 三 ”/化-

゜
20cm 

第4図 1号甕棺実測図(1/4)

号墳墓群などの周溝の一部に該当することから、 12号墓を墳丘または区画の角に当るものとし

て考えると、 3号・ 11号・ 12号・ 9号・ 8号.6号を結ぶ線がほぼ直角となり、長方形の区画

が想定できる。区画の規模は、周溝 (1号不整形土壊）と12号墓までの間隔が約 3mであるこ

とから、東北端の 3号墓の北と東側にそれぞれ3m、南端の 7号の南側にも 3mあるものとす

ると、南北径約17m、東西径約15mの長方形となる。

区画内には、現状で 3号から13号墓の11基が検出されているが、中央部を東西に掘込まれた
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小道が走る上に、大半の 7基にまった＜墓壊が残っておらず、他の残っているものでも全体規

模が判明するのが11号墓のみである。墳丘の保存が比較的良好であったE地区の墳丘墓群を参

考にすると、墓堀の深さが小児用でも60cm以上あることから、この墳墓群も、 60cm以上が削平

されているものと考えなければならない。したがって、当然 I号墳墓群も墳丘墓と考え、墳丘

内の中央部と東南部の空白地区は、削平によって消滅したのであろう。しかも、副葬品を持っ

た一群の中央が空白であるところがとくに惜しまれる。

3号墓（図版21-1、第 6図3)

3号墓は、墳墓群の北東角に位置し、墓壊が削平され、棺本体の深さ35cmが残っていた。棺

本体は土城で、壁面の崩壊がほとんどないことから木蓋土壊墓と考える。土城墓の特徴は、小

口の広い東側が頭部で、床面に高さ 7cmの削出しの枕を付設し、両小口に丸味をもち、枕裾部

に最大幅をおき、西側足部小口壁を側面壁以上に掘込んでいる。床面では、枕の下付近で若干

の赤色顔料が検出された。

4号墓（図版21-2、第 6図4)

4号墓は、墳墓群の中央近くに位置しているが、これも墓堀が残らず、棺本体の深さ30cmで

あった。 4号墓も、壁面の崩壊がないうえに、棺内中位に多量の灰褐色粘土が崩落していたこ

とから木蓋土城墓と考える。床面には、東側小口に削出枕をもち、最大幅を胸部付近とし、両

小口が丸味をもつ。床面は、わずかに傾斜し、足側小口近くが最も深くなる。また、床面中央

付近に炭化物が散乱していたが、木蓋が炭化したものであろうか。なお、床面全体に赤色顔料

が 5cm前後の厚さで検出された。

5号墓（図版21-3、第 7図5)

5号墓は、墳墓群の中央近くの 4号墓西側にあり、やはり墓堀が削平され棺本体が38cmの深

さで残っていた。土城は、多少壁面の崩壊があるものの、棺内が荒らされていないことから木

蓋土堀墓と考える。床面は、西側小口に削出枕を付設し、両小口が角張る。最大幅は胸部付近

にあり、壁面が多少内傾している。床面左脇部に切先の足部に向けた鉄剣が副葬されていた。

また、床面には全面に赤色顔料が敷かれている。

6号墓（図版4-1、22、第 7図6)

6号墓は、墳墓群の西辺の中央付近に位置し、墓城の一部が検出された。墓城は、長方形墓

城に棺本体を対角線上に配置する型式で、東側角床面に赤色顔料が検出された。棺自体も深さ

45cmであることから、棺自体は壁面と共に良く保存されていた。土壊は、床面に枕がないが、

- 12 -
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東側の幅が広く、副葬品が集中して

いることから東枕であり、胸部付近

が最大幅となっている。両小口部が

割合角張り、足部の小口下床面に小

さな掘込みが見られる。この土堀も

壁面の保存が良いことと、棺内が荒

されていないことから、木蓋土壊墓

と考える。

床面には、全面に赤色顔料が敷か

れ、頭部に切先を南東に向けた素環

頭刀子、胸部中央に鏡面を上にした

方格規矩鏡片と、鏡側に切先を向け

た鉄刀子、さらに左脇に鉄鏃が副葬

されていた。

＋ 

~ 

7号墓（図版23、第 9図7)

7号墓は、墳墓群の南端に位置し、

この群唯一の石蓋土墟墓である。墓

渡もかろうじて残存し、不整長方形

墓壊に対角線上に棺を掘込んでいる。

石蓋は、不揃の板状片岩 6枚と東

側から 2番目の 1枚に玄武岩らしき

河原石が使用されている。石蓋の下

側にあたる棺側全面に赤色顔料が塗

布されている。石蓋には、粘土目張りが見られない。

棺本体は、両小口部に丸味があり、東側床面に長方形の自然石片岩の板石を枕としている。

こ：

゜
20cm 

第8図 I -6号墓副葬品出土状態実測図(1/4)

枕石は、幅10cm、長さ16cm、厚さ 5cmの大きさで、床面全体に赤色顔料を敷いた後に置かれて

いる。床面の最大幅は肩部にあり、床面が平坦である。壁面は、蓋石の中央部が中途迄陥没し

ているために崩落も中途にまで及んでいるが、保存のよい部分を見ると、上方が広がる傾斜を

もっている。

8号墓（図版4-2・3、第10図8)

8号墓は、墳墓群の西辺で 6号墓の北側に隣接した位置に営まれている。かろうじて床面の

- 15 -
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1 黄褐色地山混入褐色土

2 粘質褐色土

3 褐色土

4 炭化物混入粘質褐色士

5 黄褐色士（地山）

゜
I.Sm 

第9図 I -7号墓実測図(1/30)

一部が検出できた墓壊は、平面形が隅丸長方形であるが、棺本体の頭部にあたる東側半分に一

段低い平坦な部分があり、周囲を灰褐色粘土で囲んでいる。この平坦な一段低い部分は、木蓋

の圧痕と思われるが、その木蓋も粘土目張りから考えると幅90cm、長さ87cmの1枚板で半分を

覆っていたことになる。

棺本体は東枕で、床面東小口に削出枕を付設し、両小口に丸味がある。土城の壁面は直立で

床面も平坦な整美な土墟墓である。棺床面の最大幅は胸部付近にある。

床面には、全体に赤色顔料が 2-3 cmの厚さに敷かれ、副葬品として鏡片が鏡面を上にして

左枕下で、玉類が4群に別れて、鉄刀子が右腕付近で切先を足元に向けて出土した。玉類の出

土状態は、枕直下の中央部より左寄りで勾玉と管玉 3個の 1群、その反対側の右側にあたる枕

- 16 -
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第11図 I -8号墓副葬品出土状態実測図(1/3)
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上から枕直下にかけての直系約15cmの範囲内に碧玉管玉・水晶丸玉各 1個を含むガラス小玉・

粟玉の一群、枕から約30cmの上腹部の左右に各一群のガラス小玉が連続している。玉類は、そ

の出土状態から、枕上の王が首または左右の耳、上腹部付近の玉が両腕または両手を組んだ時

の両手首に着装して埋葬されたものと考える。

9号墓（図版24-2、第10図9)

9号墓は、墳墓群西辺で8号墓の北側に隣接して位置し、墓塘の一部も検出された。墓壊は

一部 2段掘りのように見えるのが、内側が木蓋に伴うもので、墓城としてはその外側に床面の

一部が残っているにすぎず、規模など不明である。木蓋であることは、棺内に20-30cm大の河

原石が4個中位に落ちており、河原石が木蓋の押さえ石として使用されていたことからもわか

る。土壊内には、木蓋が腐食して落下した河原石があるために壁面の一部も崩落している。棺

は両小口に角をもって掘られ、床面の南東小口に削出枕を付設し、床面も割合平坦に造られて

いる。枕は、基礎が削出しによるものの、その上に地山に近い暗茶褐色粘質土を貼付けて高く

している。床面には、赤色顔料が見られない。

10号墓（図版25、第12図10)

墳墓群の北側角近くにあり、上部が著しく削平されて、土城の深さ17cmが残っていたにすぎ

ない。土壊は、割合広幅のもので、内部の両側壁に沿って河原石を 6・7個並べて、両小口を

赤褐色地山土で埋戻している。これは、側面に並んだ石列のみから連想すると一種の配石墓と

も考えられるが、むしろ土城の横断面方向から石の配石具合を見ると舟底形断面の木棺を安置

したものと考えた方が、両小口の埋戻しが粘土替りの小口押えとして解釈できる。

床面には、両小口付近と多くの赤色顔料が見られ、胸部中央にグリーンタフ管玉 1個を含む

グラス小玉の一群と 1個のみ左側から分離して出土した。

゜
ヽ •5 

＋ ooo 

゜

゜

＼ 
10cm 

゜
第13図 I -10号墓副葬品出土状態

実測図(1/4)

11号墓（図版26、第14図11)

墳墓群の北辺の中央付近にある11号墓は、この墳

墓群として唯一、墓堀全形が判明したものである。

墓城は楕円形で、長軸に平行して中央よりやや東寄

りに棺本体の土城を掘っている。墓堀内と棺内にか

けて10-15cmの河原石数個と土器片が散乱している

が、土壊縁に残る粘土から見ると木蓋が腐食して棺

内に落下したものと思われる。

棺本体の土壊は、両小口角が明瞭な箱形で、幅広

- 20 -
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第14図 I -11号墓実測図 (1/30)

い南小口床面に削出枕を付設している。壁面は、木蓋であったにもかかわらず崩壊が進んでい

るが、上位で広がる傾斜をもっている。床面では、全面に Z-3 cmの厚さで赤色顔料が敷かれ、

胸部付近のみ人骨の痕跡らしきものが検出された。また、副葬品とできるかどうか疑問である

が、左側壁中位で鉄鏃の茎の残欠が出土した。

12号墓（図版27-1、第12図12)

墳墓群の北側角にあり、唯一幅広の長方形の整美な棺本体の掘方をもつ墓である。掘方の規

模は、長さ2.27m、幅0.62mで、 この群最大であるが、内部にある粘土や石枕の配置から、 こ

- 21 -
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第15図 I -13号墓実測図(1/30)

の広さ全体が棺ではなく、内部に木棺

を納めたことが考えられる。木棺の形

態は、土城床面が平坦であること、西

小口粘土がL形、東側が直線的である

ことから考えて、長方形の箱形である

ことがわかる。ここで粘土が床面から

浮いていることが不可解であるが、整

然としていることから原位置を保って

いることは確実であろうから、類例の

発見を待ちたい。箱形木棺の規模は、

石枕の位置から、東小口の直線的な粘

土の内側が木棺の東小口とすると、長

さ190cm、幅65-70cmの外形をしてい

ることになる。床面からは、赤色顔料

や副葬品も検出できなかった。

13号墓（図版4-4、27-2、第15図13)

墳墓群南端の 7号墓の内側に隣接して検出されたが、墓城と棺本体の土堀の大半を、墳墓群

の中央を走る小道によって破壊されている。大半を破壊されていながら、わずかに残った頭部

付近の棺内が荒されていなかったことは、早い時期に棺内が埋没していたためで、隣のような石

蓋土城墓であれば棺内が荒らされていたであろうから、木蓋土堀墓であることを暗示している。

残っていた土城の南小口は、壁面が角張り、床面に削出枕を付設している。枕の上部、埋土

中位に河原石 1個があるが、これは木蓋上のものが落下したものであろう。

床面には全面に赤色顔料が敷かれ、その顔料の中で枕上からその下にかけて頭部の左右で一

対の玉類と各 1本の鉄刀子が副葬されていた。副葬品は、第16図のように頭部右側に切先を南

側に向けた鉄刀子、右耳付近でひすい丸玉を中心にメノウ管玉 1個を含む管玉12個、 ガラス小

玉4個の一連、左耳付近で切先を足元に向けた鉄刀子とひすい勾玉を中心にガラス管玉 1個と

ガラス小玉15個からなる一連があり、玉類が左右の耳飾であることがわかる。これが、みずら

などの髪飾りでないことは、右側の一連が丸玉を中心に垂下した状態にあることが証明してい

る。なお、右耳飾に接した東側の 5X 6 cmの方形の範囲に緑青らしいものが薄い膜状に検出さ

れているが、現状ではこの部分も荒されておらず、鏡片が副葬されていたとは思われない。緑

青が付着した腐食物が存在した可能性がある。

I号墳墓群は、中央の小道などで破壊されたものが多いことを述べたが、副葬品を持った一
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群が、西辺の鏡片を持った 6号・ 8号を中心になって、中央付近に副葬品がない傾向が特徴と

もいえる。西辺に副葬品が集中するのであれば、副葬品を持っている 6号・ 13号の間の破壊さ

れた部分に副葬品を持った 1基が削滅したことも可能性が強いものとなる。さらに、この群の

特徴は、木蓋土壊墓で占められ、舟形木棺・箱形木棺を含むことである。

② I1号墳墓群（図版2-2、20-1、第17図）

この墳墓群は、 C地区で最も密集する一群の南東の一角にあり、周溝もないことから確実に

分離できる確証がないが、群から若干離れていることから強いて一群として独立させた。した

がって、墳墓群に墳丘が存在した可能性はなく、むしろ墓が重複したり、明らかに時期が違い、

形態も異る墓が同居していることから、墳丘の存在が否定される。

14号墓（図版28、第18図14)

一群の南側にあり、 38号墓の下から検出された墓城規模の明らかな墓である。墓城は、平面

形が梯形をし、その対角線上に土堀を掘っている。土城墓の蓋石には、 4枚の輝緑岩と思われ

る板石が使用され、目張りとして河原石や片岩と粘土が利用されている。蓋の下側には、全面

l
I
T
 

。
2m 

第17図 II号墓群全体図(1/60)

に赤色顔料が塗布されている。

棺本体となる土壊は、両小口が丸造りで、両壁

共に内傾している。東小口が頭位で、床面に削出

枕が付設されている。側面壁の崩壊は著しいが、

わずかに上方が広がる傾斜を示している。床面全

面に赤色顔料が敷かれているが、副葬品は発見で

きなかった。

15号墓（図版29、第19図15)

一群の北西側で発見され、墓城も全形でないが

検出できた。墓堀は小規模のもので、蓋石を囲む

程度のものである。蓋石は、 7枚の板石が使用さ

れ、北側の頭部から 4枚が結晶片岩、 5枚目が河

原石、 6枚目が輝緑岩、 7枚目が花尚岩が利用さ

れている。蓋石間の目張りには、粘土が使用され

ずに土器片や小石が利用されており、土器のうち

壺が復原できるもので、内面全体に赤色顔料が付

着していたことから、埋葬の際に顔料を使用した
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第18図 II-14号墓実測図(1/30)
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後に破壊して目張りとして利用したものである。蓋石の下側には、北端の 1枚を除く全部に赤

色顔料が塗布してある。

棺本体の土壊は、平面形として両小口が丸造りで、壁面が側面と共に全面が内湾した掘方で

あるが、側面の崩壊が著しい。床面には、北枕として削出枕で付設されているが、枕の中央を

掘り＜ぽめて石枕を置く丁寧さである。床面右側枕直下に切先を頭部に向けた鉄刀子が副葬さ

れていたが、その後紛失した。

16号墓（図版30-1、第20図16)

一群の北東側にあり、墓城が残らずに土堀本体が検出された大型土壊墓である。土城内埋土

の中位で径15cm前後の石や完形土器が出土したことから、 この土城墓には木蓋が使用されてい

たことがわかるが、 これまでの木蓋土城と形態が異り、出土した土器も古墳前期の土師器であ

る。土城壁面の保存もよく、両小口部は内湾している。床面では、赤色顔料や副葬品が発見で/>
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きなかった。

38号墓（第19図38)

14号墓の埋葬後に掘られた土壊で、両側面に粘土が見られることから墓としたが、形態的に

一群の墓とも違い、頭位方向も不明である。石材の具合から完全に荒らされて、原形を失った

のであろう。

II号墳墓群は、墳丘を伴わないことを述べたが、同時期のものが14・15号墓で、 16・38号墓

の時期が大きく離れることが出土土器からも判明している。

③ m号墳墓群（図版3-1、30-2、第21-26図）

III号墳墓群は、 C地区の密集する一群の中心近くにあって、周溝の 1号・ 2号・ 4号によっ

て囲まれる胴張隅丸長方形の墳丘が想定される。これより前の古墳群の調査に際し、第22図の

ように畑の一角が墳丘のように残っていた。調査の結果南側は、 14号墳とした破壊された横穴

式石室が確認されたが、第23図の土層図のように、その北側で検出したのが弥生終末古段階の

4号周溝であった。 4号周溝の埋土の土層断面図で明らかなように、埋土の大半は南側の11I号

墳墓群から流入しており、第24図の周溝内土器もこれに含まれ、土器が北側のV号墳墓群のも

のではないことを示している。なお、墳丘には、盛土と認識できるものが残っていなかった。

III号墳墓群は、 1号・ 2号・ 4号周溝で囲まれた中心部が、 14号墳の石室の築造時またはそ

の盗掘によって破壊された時に遊離した小形佑製鏡片と完形の鉄剣 1本が発見された。 1号周

-溝から出土した供献土器群は、一連の墳墓群中で最古式に属するが、明らかに墳丘墓が存在し

たものとして1II号墳墓群とした。さらに、この墳丘墓と 2号周溝に重複して、 17号・ 18号 ・64

号墓が営まれているが、これも 1II号に含めて考え、 11I号の新古で区別して整理したい。なお、

その東側に離れて存在する46号墓もこの一群で扱う。

1号周溝の土器が古式であり、 4号周溝出土土器との間に明瞭な差があることから、墳丘の

中央に17・18号墓より古く小形佑製鏡と鉄剣を副葬した主体部が存在したことを想定したが、

4号周溝はV号墳墓群の周溝も兼ていることから、 V号墳墓群との関連も説明しておく。 V号

墳墓群には、北に 5号周溝、西に3号周溝があり、これからも土器が出土している。出土した

土器については、詳細を後述するが、 3・5号周溝出土土器の時期差がないのに比較して、 4

号周溝出土土器が若干古式となっている。したがって、 11I号墳墓群は、 1号周溝出土土器を古

段階にして中心主体部と関連させ、 4号周溝出土土器の新段階が17・18号墓などに関連するも

のと考えたい。
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17号墓（図版32-1・2、第25図17)

墳丘の東側にあり、蓋石より多少広い長方形の墓壊を備えている。蓋石は 5枚あり、西端の

1枚が結晶片岩で他の 4枚が輝緑岩を利用し、目張りの小石のほとんどが結晶片岩となってい

る。蓋石の下面には赤色顔料を塗布しているが、さほど多くない。
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第22図 III• V号墳墓群付近地形図(1/200)

30.8m A 

-
V号墳墓群 3号甕棺墓

B
 

゜

14号墳 m号墳墓群
4号周溝

5m 

5号周溝

ill•V 号墳墓群墳丘土層名
1 茶褐色粘質土

2 暗茶色土

3 淡茶色粘質土

4 淡灰茶色粘質土

5 灰黒色粘質土

6 暗黄灰色粘質土

7 淡灰黒色粘質土
10 

8 暗灰黒色粘質土
9 暗灰茶色粘質土
10 暗灰色粘質土

11 暗灰褐色粘質土

12 灰茶色粘質土

13 暗茶黒色粘質土
14 暗茶色粘質土

第23図 ill•V 号墳墓群墳丘断面実測図 (1/60)
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第24図 4号周溝土器出土状態実測図(1/20)

棺本体の土壊は、平面形が両小口を丸造りにし、最大幅が中央付近にある。東小口床面に削

出枕を付設し、壁面傾斜は上開きとなっている。床面全面に赤色顔料が敷かれているが、副葬

品は発見できなかった。

18号墓（図版32-3、第26図18)

2号周溝を切って造られており、浅いながら菱形墓壊が検出された。墓城対角線方向に主軸

をもつ棺本体の土城は、両小口が角張り、中央付近に最大幅をもつ型式で、南東側床面に削出

- 30 -
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18号墓土層名

1 黒褐色粒混入褐色土

2 赤褐色粒混入黄褐色粘質土

3 黒褐色粒混入褐色粘質土

第26図 III -18号墓実測図(1/30)
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枕を付設している。土壊の壁面は、頭部小口のみわずかに内湾するが、他が上方開きの傾斜と

なっている。壁面の保存のようことと、棺内が荒らされていないことから木蓋土城墓である。

床面東側壁中央付近で切先を足元に向けた鉄刀子が副葬してあった。

64号墓（第25図64)

17号墓の南側で検出した土城であるが、床面が一定しないところは、一連の墳墓群と違って

いる。可能性として、皿号墳墓群の古段階のものであるかもしれない。床面に枕や赤色顔料が

見られない。

46号墓（図版35-1、第図46)

1号周溝の東側5.5mの位置にある土城墓で、どの群にも属さないが、 I11号墳墓群に最近距

離にある。地形的に高位置にあるため、墓城が完全に削平され、棺本体の土壊の深さ38cmが残

っていた。土堀墓は、平面的に幅が広い北側小口が角張り、足元の南小口が丸造りで、北側の

肩部付近が最大幅となっている。壁面は、全面が直線的に上位が内傾した造りとなっている。

床面は平坦であるが、削出枕がないためか北側頭部が足元より 5cm程高くなっている。床面に

は赤色顔料が敷かれているものの、副葬品がない。

I11号墳墓群は、周溝があって中央部付近が荒らされ、副葬品だけが残っている以上、墳丘墓

の存在が否定できず、さらに周溝に重複して一群があり、この一群が他の群から離れているこ

とからも群としての位置づけが可能である。これを各々独立した群として扱うことも可能であ

るが、ここでは、多少時期幅をもって追葬されたものとしてとらえ、 I11号墳墓群の中の新古で

区別した。周溝内の土器の時期の違いが、埋葬の時期幅を示しているものと考える。弥生の墳

丘墓では、墳丘の裾部に追葬されるのも常である。 m号墳丘墓の規模は、南北径約10m、東西

径約 Smの隅丸長方形である。

④ W号墳墓群（図版3-1、33-1、第21・27・28図）

この墳墓群には、まったく周溝などの区画が検出できていない。しかし、 V号墳墓群を構成

する 4号・ 5号周溝が19号-21号・ 37号・ 40号墓の一群を切離すように解釈できることと、完

形鏡や玉類の副葬品をもち、群とし独立可能なところからW号墳墓群を設定した。群は、成人

用 3基と小児用 3基から構成され、墳丘や墓城が著しく削平されているものの、墓の数が失わ

れているとすれば小児用だけであろう。

w号墳墓群の規模は、削平されていなければI11号と V号墳墓と同じように周溝が 5号と共用

していたと思われることから、第21図のように19号墓と22号墓の中間が墳丘境になる。したが

って、墳丘裾または区画線を各墓の約1.5m外側にあることにすれば、南北径約10m、東西径

- 33 -
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第27図 N -19• 20• 37• 40号墓実測図(1/30)
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約 8mの隅丸長方形に復原可能となる。

19号墓（図版 5-1•2 、 33- 2、第27・28図）

19号墓は、想定墳丘

の南西側にあり、棺本

体土墟の周囲にわずか

に墓城というより、蓋

の痕跡を検出した。蓋

の痕跡は、棺本体の土

城の壁面が中位まで崩

壊していることや、棺

内の赤色顔料に乱れが

あり、中央付近が完全

に顔料が失われている。

副葬品の出土状態につ

いては後述するが、これ

も原位置から移動して

いることから、石蓋土城

であったことを示して

いる。木蓋土城墓であれ

ば、開墾時に気付かれず

に荒らされることはな

かったと考える。

棺本体は、両小口が

角張り、最大幅を中央

部にもつ平面形で、壁

面が匝立する造りとな

っている。床面には、

北西枕に削出枕が付設

し、中央部が最も低く

掘られている。

床面には、全体に赤

色顔料が敷かれていた

ー
~I 

゜
20cm 

第28図 N-19号墓副葬品出土状態実測図(1/4)
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と思われるが、中央部のみ開墾時に荒らされ除去されている。枕付近に鏡が散乱した状態で発

見されたが、第28図にように頭部左側の 4分の 1の鏡片は、最も高位置に浮いており、鏡片の

下に灰色粘質土を挟んでおり、原位置から移動したことを示している。また、鏡面を上にして

いるものの、鋭面に布目が付着しており、鏡が剥出しで鏡面を上にして副葬されていなかった

ことを示すと同時に副葬後移動したことを暗示している。枕の右側には、残りの 4分の 3の鏡

片が不規則に出土したが、多少床面から浮いているものの、左側の鏡片よりは原位置に近いも

のと考える。この出土状態からは、鏡の副葬状態が明らかでないが、布目の痕跡から考えると被

葬者の肩の衣服に触れるか、布に包まれて頭部右側に完形鏡として副葬されていたことになる。

左腕の位置に、切先を頭部に向けた鉄刀子が発見されたが、これも左側鏡片のように下に灰

色粘質土があり移動したことを示しているが、原位置は想定できない。

20号墓（図版5-3、34-1、第27・29図）

20号墓は、墳丘の東側で発見されたが、墓壊が完全に削平され、土堀も深さ32cmが残ってい

た。土壊は、両小口が角張り、胸部に最大幅をもつ平面形で、壁面が両小口の直立、側面の直

立からやや上開きの造りとなっている。壁面がほとんど崩壊せずに、棺内も荒らされていない

ことから木蓋土城墓である。床面には、北西枕として削出枕を付設し、全面に赤色顔料を敷い

ている。副葬品は、第29図のように枕中央部のやや右側で極小勾玉・細管玉・ガラス丸玉各 1

個を含むガラス小玉 7個の一連の玉類と、右耳付近でガラス小玉 2個が出土した。また、腹部

右側で切先を足元に向けた鉄刀子も副葬されていた。

/ 
E
 

LS"GZ ＋ 

7 0噂？
R゚ ー

21号墓（図版34-2、第30図

21) 

墳墓群の北西側で発見された、

開墾時に完全に破壊された箱式石

棺墓である。墓城も完全に残らず、

石棺の掘方も深さ25cmしか残らな

主

O・ 

I 

10cm 

第29図

ni 
0
 

｀ 
N-20号墓副葬品出土状態実測図(1/3)

いほど削平を受けている。 したが

って、第30図の上図の石材の抜跡

から石棺を復原するしかなく、そ

れによると両小口に各 1枚、北東

側壁に4枚、南西側壁に 5枚の板

石を使用したらしい。この石材は、

輝緑岩の残片から輝緑岩が使用さ
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1 淡茶褐色粘質土

2 灰黄色粘土プロック

3 暗茶褐色粘質土

21号墓土層名

1 黒褐色粘質土

2 淡茶褐色粘質土

3 暗茶褐色粘質土
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2 暗茶褐色粘質土

3 黒褐色粘質土

第30図 N-21号墓実測図(1/30)
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れたと思われるが、第30図の下図のように掘方全部を掘上げると、棺材の裏や根石として河原

石も利用されている。石棺掘方の規模は、長さ2.5m、最大幅1.23mとなっている。

荒らされた棺内に、鉄刀子 2片が残されていた。

37号墓（図版34-3・4、第27図37)

墳墓群の北側で発見された小型石蓋土城墓である。墓壊は検出できなかったが、蓋石は 3枚

残っていた。蓋石の 3枚は、南東側から 2枚が原位置にあったが、他の 1枚が移動し、さらに

北西側の 1枚が失われたようだ。蓋石は合計4枚が使用されていたと考えるが、石材が緑泥片

岩であり、裏面に赤色顔料が塗布されていない。

棺本体の土城は、多少幅広の北西側小口が丸造りで、他方が角造り、中央付近が最大幅の平

面形で、壁面が足部の南東側が内湾し、他が直立に近い。床面には、枕の付設がなく、頭部の

北西側が足元より 5cm高くなっている。赤色顔料や副葬品も発見できなかった。

40号募（図版35-2、第27図40) . 

墳墓群の中央にある小型土堀墓。墓は、墓墟も完全になく、棺自体も深さ10cmしか残ってい

なかった。墳丘墓の中央部に位置することから、 37号墓より高位置にあり、削平の度合が強く

なったと思われる。土城は、両小口が若干丸造りで、中央部に最大幅をもつ。壁は、ほとんど

残っていないが上開きと思われる。床面には、北西枕に削出枕が付設され、全面に赤色顔料が

敷かれているが、副葬品が発見できなかった。蓋については、根拠がないが石蓋の可能性があ

る。

50号墓（図版35-3、第69図50)

37号墓の北側4.6mの位置で発見されたものであるが、墓ではなく落し穴であろう。前回で

落し穴として報告していないので、今回図面を掲載した。

w号墳墓群は、墳丘墓の可能性が強いことを前述したが、墳丘の中で19号・ 20号・ 21号墓が

鼎立する位置にある。 19号墓に完形鏡、 20号墓に玉類を副葬することから、最も厚葬の石棺で

ある21号墓には、完形鏡などの副葬品が存在した可能性が強い。地形的な立地からも、 I号墳

墓と同じく丘陵の頂部近くに位置する。また、 5基の墓が全部同一方向の北西側枕であること

もこの墳墓の大きな特徴となる。

⑤ V号墳墓群（図版3-1、36-40、第21・31-37図）

「V号墳墓群は、第22図のように開墾された際に古墳の石材や小石の集積場所となっていた

ためだろうと思われるが、中央部のみわずかな墳丘と周溝が残っていた。墳丘西側の 3号周溝
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は、幅約40cm、長さ約 3mが残っていたが、その北側の延長線上で完形に復原できる高杯が出

土した。南側の皿号墳墓群と兼用している 4号周溝からは、完形に復原できる高杯2個などが

出土しているが、前述したように皿号墳墓群から流入した土器で 3号・ 5号周溝の土器やV号

墳墓群内の 2基の甕棺墓よりも古式の弥生終末古段階の型式である。 5号周溝は、墳丘墓の北

側を区画しているが、この中で塊石に混入して瀬戸内系の小型高杯が出土した。皿 ・V号墳墓

群（墳丘墓）の周溝からは、完形に近く復原できる高杯が4個出土していることになり、他の

土器片が復原できないことからすると目立った多さといえる。

墳丘は、 22号墓の東側と 3号甕棺墓が破壊される南北方向に削平され、墳丘の東側 4分の 1

と、西側 4分の 1が失われていた。

墳丘は、残存した周溝から想定される平面形が隅丸梯形をし、南北の長径10.5m、東西 8m

の規模である。第23図の観察からは、墳丘に盛土が見られず、 22号墓.3号甕棺墓の墓城内の

埋土と墳丘地山が墳頂に現れた形となっている。しかも、 22号墓の埋土が墓城の範囲以上に広

がっていることは、少なくとも22号墓が埋葬される以前に盛土がなされていないことを示して

いる。しかし、墓城の深さは少なくとも50cm以上が考えられ、周溝にも墳丘からの相当の流入

土があることを考慮すると、速断せずに類例を待ちたい。念のために申し添えると、 22号墓と

3号甕棺墓との重複関係は、第23図で見るかぎり不明で、図の10番の暗灰色粘質土が荒らされ

た土である。

22号墓（図版37、第31図22)

22号墓は、墳丘の北東側角にあり、墳丘東側の開墾によって墓壊と蓋石の東側を失った箱式

石棺墓である。墓堀は、残っていた約半分から想定すると菱形で、対角線上に石棺を配設して

いる。墓城内西側に供献されたと思われる完形に近い鉢形土器などがある。また、墓壊は23号

墓壊と重複し、 23号墓より先に掘られている。

蓋石は、北側の 3枚が残っているが、南側にさらに 3枚が失われているものと思われる。残

っている蓋石は、片岩が利用されている。

石棺本体は、北北西側を頭部とし、胸部を最大幅として、足部幅30cmとしている。石棺は、

両小口に各 1枚、両側に各4枚の板石を使用しているが、足小口に花岡岩、その西側壁に玄武

岩を利用している以外は全て片岩を利用している。蓋石と棺本体の石材の内側全面に赤色顔料

が塗布されている。

床面は、頭部が枕状に傾斜して高くなり、胸部右側に切先を頭部に向けた鉄刀子が副葬して

あり、全面に赤色顔料が敷かれている。

石棺の掘方は、長さ2.19m、最大幅0.9mの不整長方形の平面形で、石材を立てる部分のみ

深く掘込んでいる。
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第31図 V-22号墓実測図(1/30)
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第32図 V-23号墓実測図 (1/30)
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l 灰褐色粘質土
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第33図 V-24号墓蓋石実測図①(1/30) 
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24号墓土層名

1 暗茶褐色粘質土

2 淡茶褐色粘質土

3 茶色粘質土

4 暗茶色粘質土

5 地山埋退し

第34図 V-24号墓実測図②(1/30) 



23号募（図版38-1、第32図23)

23号墓は、墳丘の中央よりやや北側に位置しているが、蓋石の全部と本体の側壁の石材の一

部を失うほど破壊されていた。この破壊は、周辺が開墾された時ではなく、かなり前であるら

しく混入した土と掘方の土が区別が困難なほどであった。もちろん、 W号・ 1X号墳墓群が近年

開墾時に荒らされたのと違っていた。

残っている墓城は、 22号・ 24号墓を切って掘られた菱形と考えられ、石棺を対角線状に配設

している。

石棺は、西側が小口が広いことから西枕とし中央部を最大幅と、東小口の足元幅30cmの平面

形をしている。石材は、両小口に各 1枚、北側壁に 5枚を使用しているが、東端を失っている。

南側壁に 2枚が残っているが、こちらも 5枚の板石が使用されたものと考える。石材の材質は、

頭部小口に輝緑岩、足部小口に花尚岩、南側壁両端に輝緑岩、北側壁に片岩を利用している。

壁面には赤色顔料が薄く残っているが、床面はほとんど失われている。

石棺掘方は、長さ2.6m、最大幅1.13mの両小口丸造りに掘られ、石材を立てる部分がさら

に深く掘込まれている。

24号墓（図版38-2、39、第33・34図24)

24号墓は、 V号墳墓群の墳丘の中央部を占有する大型箱式石棺墓である。墓城も大型である

ことから、 23号墓との重複関係について、現場において苦労したが、結局24号墓が古いことで

結着した。というのも、 23号墓の盗掘が古く周辺を割合広く撹乱していたことと、 24号墓が墓

堀を広く掘っているにもかかわらず、 23号墓を意識して墓城の南側に埋設したかのように見え

るからである。近年の墳丘墓や区画墓の調査例を見ても、中心にある盟主的主休部が最も古い

のが常である。したがって広い墓壊の東北側を23号墓によって破壊されているが、広い墓城の

南側に寄せて埋葬された理由が解決されていない。ここでは、甕棺墓埋葬において墓壊の片側、

または横穴を掘って一方の甕を挿入する習慣と同じと解釈しておきたい。

棺本体の石棺は、不整梯形墓壊の対角線上に埋設され、蓋石を南西側から大きい順に 4枚使

用している。蓋石には、大きい 2枚に片岩、他の 2枚に輝緑岩を利用し、蓋石の間隙と墓壊に

散乱する石にその小石と河原石が見られる。

石棺は、床面の平面形が南西側を頭部とし、肩部を最大幅にし、足元幅を最小幅の40cmをし

ている。壁面には、両小口に各 1枚、南東壁に 2枚、北西壁に 3枚の花尚岩と片岩を利用して

いる。最大の大石は南端壁で、長さ1.3m、幅0.8m、厚さ0.25mの大きさである。石材を安定

させるための若干の根石も見られる。蓋石の下側と棺内全面に赤色顔料が塗布され、とくに床

面には厚さが 5-6 cmに達していた。棺内には、残念ながら小型鉄刀子 1点が、上腹部中央付

近に置かれていただけであった。墓城や石材の大きさに惑わされたが、棺内法は中型に属し、
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23号墓の方が大型である。

2号甕棺墓（図版 5-5、40-1・2、第35-37図）

2号甕棺墓は、墳丘の北側に位置する合口式である。検出された墓墟は、第36図のように平

面形が楕円形を呈するが、 E地区 3号墳丘墓のように保存のよい甕棺墓であれば、南西側にさ

らに広い墓城を持つことになる。合口の甕棺は、南西側の中型壺の肩部以上を打欠き、北東側

の大型壺の口縁内に挿入する形でほぼ水平に理饂されている。合口にした甕棺の内法は、長さ

120cm、大型壺の最大幅56cm、中型壺の最大幅46cm、最小幅が大型壺の頸部で32.3cmの大きさ

となる。この甕棺に埋葬できるのは、成人の細身の女性を大型壺に足から挿入して屈葬したと

しても、一方の壺に肩幅35cm以下の体格でなければならない。小児を埋葬したとすれば、水平

であるだけに、頭位方向は特定できない。棺内であるが蓋甕とされた中型壺の中に、いずれも

小型の鉄鏃と刀子が副葬されていたことからすれば、小児男性の埋葬の可能性が強い。

棺外の甕棺の北側に供献された一括土器群が発見された。供献された土器は、いずれも小型

で、長頸壺・直口壺・台付壺．鉢・高杯が合計7個体ある。いずれも一部破壊されているよう

で、完形品としては納められていないようだ。土器の中には、赤色顔料が一部に付着したもの

や、内部全面に付着したものもあり、埋葬の際の祭祀に利用されたものであろう。

甕棺（図版100-2、第37図）

2号甕棺墓は、墳丘と周溝の一部が残っていたことから上部の削平が少なく、 C地区で唯一

破壊されることなく完形品として報告できる。しかも、上甕の口縁部が打欠かれていたにもか

かわらず、打欠いた口縁部の約半分が墓壊内に残っていたことから上甕も完形品となり、供献

土器を含めると一括資料として貴重な存在となる。

上甕は、口縁部がわずかに外反して直立に近い立上りで上端に平坦面をもつ。頸部も外反度

が割合少ない。胴部は、中位に最大径をもつ割合長胴で、最大径のやや下に扁平に近い台形突

帯 1本をめぐらす。突帯には、粗い板目キザミを施す。器面調整は、口縁部のヨコナデ以外に

内外面全体にハケ目、外面胴下半部に一部ケズリ後ハケ目とナデが見られる。底部が、凸レン

ズ状の平底である。大きさは、口径29.8cm、器高63.7cm、胴最大径44.5-48.5cm、底径7.5cm。

下甕は、上甕と比較しても口縁・頸部の外反度が割合強く、頸部下端にキザミ目三角形突帯

1本をめぐらす。胴部は割合長胴で、下半部をケズリによって尖底状の割合に小さな凸レンズ

状底にしている。胴部には、板目キザミ扁平突帯を下半部に 1本めぐらす。器面調整は、内外

面共に口縁がハケ目の後ヨコナデ、頸部・胴部がハケ目、胴外面下半がケズリ後ハケ目を施し

ている。大きさは、口径47.0cm、器高83.5cm、胴最大径58.5cm、底径7.8cm。

甕棺の時期は、弥生終末新段階でもさらに新しい様相を示している。
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3号甕棺墓（第38図3)

3号甕棺墓は、 22号墓南側に隣接して

検出できたものであるが、完全に破壊さ

れて墓城底に壺の圧痕が残り、赤色顔料

が散乱していた。棺に使用されていた壺

の圧痕で見るかぎり、壺がほぼ水平で主

軸を S36°Eに向けて埋置されているが、

口縁部付近から南側がさらに深く削平さ

れているために、 2個の壺が合口に使用

されたかどうか不明で、壺 1個体分の破

片が採集されたにすぎない。

甕棺（図版100-3、第39固3)

甕棺は、完全に撹乱されていたために、

複合口縁壺の口縁部・ 肩部突帯・胴部突

帯が残っていただけである。しかし、複

合口縁壺の全形は不明なものの、重要な

部分が残っていたところから、型式的な

判定が可能である。口縁は外反が強いこ

とと、胴部突帯が扁平に近いことから、

弥生終末期でも新段階に属するものと考

える。

集石遺構（第40図）

集石遣構としたものは、墳丘の北西角

で発見されだ性格不明の遺構。遺構とし

ては掘方も検出できず、 E地区の墳丘墓

の数ケ所で見られる小さな集石遺構に似

ているが、他より規模が大きい。集石は、

上位に径40-50cmの河原石 2個を組み、

周囲に径20cm前後の石と径10cm以下の石

を寄せる形態をとり、下位にくほんだ土

渡に径20cm以下の石を敷き並べている。

形態的には、上位の大石が蓋石のように
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も見える。集石の間には、大型壺の破片と刀子片が散乱していたが、意識的に置かれたもので

はない。

表面採集甕棺片（図版101-1、第41図）

V号墳墓群とした墳丘残存部表土に、 2個体分の大型複合口縁壺の破片が散乱していた。 V

号墳墓群 (V号墳丘墓）には、 2・3号甕棺以外に甕棺墓の痕跡がなかったが、採集場所とし

てここで報告する。

1は、頸部・胴上半部と胴中位部と直接に接合できないので図上復原したものである。口縁

立上りを欠損し、頸部が割合に低く強く外反する。立上りとの接合面に板目キザミを施して接

合を固くしている。胴部は長胴で、上端と中位に 3本の扁平突帯をめぐらし、下位突帯がとく

に扁平で斜格子相目キザミを施す。胴部下半部は、外面ケズリによって著しく細めているが、

底部を欠損している。大きさは、胴最大径61cmで、器商が85cm以上となるであろう。

3-5は、同一個体となると考える破片で表面採集。 2が2号甕棺墓と 5号周溝の間で検出

された石積遺構から出土したもの。 2は外面が摩滅しているが内面にミガキ状ヘラナデ調整が

あり、底部がわずかに凸レンズ状を呈する平底である。底径 8cmの大きさ。 3は、口縁立上り
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が直立に近く、頸部

も立上りが強い口頸

部破片・ロ縁内外面

がヨコナデされ、頸

部内外面にハケ目調

整、内面に赤色顔料

が塗布されている。

4は、胴肩部破片で、

上端にキザミ目のな

い三角形突帯 1本を

めぐらす。器面調整

は、外面にハケ目、

内面にハケ目後タテ

ナデを行っている。

内面に赤色顔料を塗

布している。 5は、

胴部中位または下半

部の破片で、キザミ

目のない台形突帯 1

本をめぐらす。器面

調整と赤色頻料の塗

布は、 4と同じ。

時期は、 1が古墳

前期前半併行、 2-

5が弥生終末期古段

階またはやや古い様

相を示す。

63号墓（図版40-

3、第69図63)

墳丘外の北東角で

発見された小児用土

城墓であるが、著し
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第39図 3・4号甕棺実測図 (1/6)
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い削平によって床面のみが

残っていた。平面形は、両

小口が丸く、中央部に最大

幅があったらしい。枕はな

いが、床面の西側が高い。

床面全体に赤色顔料が敷か

1 m 

れている。

V号墳墓群は、周溝の形

態から確実に方形墳丘が想

定できる唯一のもので、し

かも中心的主体部も存在し

たが、目立つ副葬品がなか

ったことで、もう 1つの中

心的な規模の23号墓が荒らされていたことが惜しまれる。いずれにしても、弥生終末の墳丘墓

の一形態としての好資料となろう。墳丘の中で、中心主体部の存在は明らかになったが、墳丘

中心から南側が空白であるのも気になる。 III号墳墓群においても、荒らされた中心主体部以外

が東側にあるところと通じるようだが、いずれにしても墳丘自体が高いものではなく、区画的

な存在であった可能性が強い。

⑥ V1号墳墓群（図版3-1、33-1、第21図）

V号墳墓群の南西側にある 3号周溝を切って営まれている一群をVI号墳墓群とした。この一

群は、現状で 4基となっているが、墓の形態と時期から判断すると、 28号・ 42号墓の 2基と 1

号・ 2号墓の 2群に分けられ、 1号・ 2号墓が 6世紀以後に重複したものである。

V号墳墓群に埋葬が継続している時期に、 28号・ 42号墓が墳丘外に埋葬されていることになる。

したがって、

28号墓（図版41-1・2、第42図28)

28号墓は、 42号墓の南側に重複しているが、現場での判断で42号墓より新しいものとしたが、

明瞭に墓壊線が42号墓を切った形で検出されたわけでなく、現場での雰囲気からであった。い

ずれにしても、 42号墓に付随する墓であろう。

墓堀は隅丸長方形で、主軸を同じくして石蓋土城墓が中央に設置してある。蓋石は、 6枚が

使用され、頭部の南東側 1枚が厚味のある河原石、他が輝緑岩が利用されている。蓋石の下側

に赤色顔料が塗布されている。墓城内には、多少浮いた状態で径20-30cm大の河原石が頭部側

に集中して見られ、標石であると思われるが、標石とすれば高い墳丘が存在しないことになる。
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第41図 V号墳丘墓周辺表採土器実測図(1/6)
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棺本体の土城は、両小口が丸く、最大幅が肩部にある平面形をし、床面に段が不明瞭な削出

枕を付設する。土堀の壁面は、蓋石の重みでの崩壊もあるが、本来最も浅い土墟墓であり、成

人の埋葬は不可能である。

42号墓（図版 6、41-3、第43-45図）

42号墓は、表土直下から径20-30cm大の河原石が集中しているのが確認されたが、墓堀の輪

郭線の検出に困難を来した。実際は、 V号墳墓群の 3号周溝を切って墓城が掘られていたが、

墓堀を検出できたのが、河原石群が浮いた形になってからであった。この河原石群は、 42号墓

の埋葬が終って若干盛土となった低墳丘の上に置かれた標石で、頭部上にあたる北東側に集中

している。

墓堀は隅丸方形で、棺本体が対角線上に配置してある。墓城内には、蓋石上の浮いた位置と

南側土器が各 1個供献されているが、南側の鉢が28号墓に伴う可能性もある。しかし、 28号墓

には、他に供献土器がないところから、 42号墓のものとした。墓城の南東側は、割合余裕があ

り、ここに第45図のように超大型鉄製釣針 5点と鉄鏃1点が供献されていた。鉄器類は、墓壊

床面から多少浮いて一括して出土したので、蓋石設置後に置かれたものと思われるが、置き方

が不規則である。釣針のうち第83図28の1点を発掘時に欠損したが、その軸に添って 1個の小

石があり、出土状況では意味ありげであった。

蓋石には、径 lm前後の大型片岩が3枚使用されているが、厚さとして割合薄いものである。

蓋石の間隙の目張りとして粘土が使用されているが、さほど多いものではない。蓋石の下側に

は、全面に赤色顔料が塗布されている。

棺本体の土堀は、両小口が平坦面をもつ箱形で、最大幅を肩部におく平面形をし、床面が北

東小口に削出枕を付設している。土城の壁面は垂直に掘られ、一部において内傾するところも

ある。

床面には、全体に 5cm前後の厚さで赤色顔料が敷かれ、頭がとくに10cm以上盛上っていた。

棺中央部の右側壁に添った赤色顔料の中で、切先を頭部に向けた超大型透孔付鉄鏃と、切先を

足元に向けた刀子が副葬してあった。鉄鏃には矢柄着装の痕跡があり、出土位置から矢柄の長

さが105cm以内となる。枕直下中央部に歯の一部が残っており、頭の位置が確定できる。

1号墓（第46図1)

一群から離れた北側にある大型土墟墓。実際には、副葬品等もなく、床面も一定しないので

墓としての確証がない。土壊内からは、数個の河原石が発見されることから、墓であれば木蓋

や標石が存在する可能性がある。後の古墳に関連するものであろう。
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2号墓（図版42-1、第47図2)

一群の南端にあって、 28号墓を切って掘られた土壊墓。土層図からは確定できなかったが、

土墟の平面形が箱形であることや、小口壁が垂直に掘られていることから箱形木棺を納めた土

城墓である。埋土中には、木蓋の上にあったと思われる河原石や土器片がある。

床面は、小口の広さでは東枕で、中央部が最大幅となり、足側幅が60cmとなっている。足部
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第44図 VI-42号墓実測図 (1/30)
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27 

゜
10cm 

第45図 VI-42号墓供献品出土状態
実測図(1/4)

左側と中央部の足元寄りで各 1点の鉄鏃、足部右側

に数点の鉄片が出土した。この木棺内蔵の墓は、鉄

鏃の型式から、古墳群に関連する。

. VI号墳墓群は、 42号墓に超大型鉄製釣針を 5点を

もっているが、棺本体が石蓋土壊であることから、

石棺墓が多いV号墳墓群に従属的であることを否定

できない。

⑦ VI1号墳墓群（図版 3-1、42-2、第48図）

珊号墳墓群は、 13号墳・ 14号墳の石室掘方・周溝

．墓道との重複によって破壊されたものもあり、現

場での一群としての確認が困難であったので図面上

から設定した一群である。第48図のように一群とし

て抜出すと、もっともらしい一群となるが、 43号・

44号・ 57号墓の従属する 3基がI11号墳墓群の復原墳

丘の南端に含まれる可能性があり、そうだとすると、図のような長方形区画が成立しない。い

ずれにしても、副葬品や形態からも、中心的主体部がないところから、墳丘墓ではなかろう。

25号墓（図版43-1・2、第49図25)

一群の南側に位置する石蓋土壊墓。墓堀は隅丸長方形で、その中央に主軸を同じくして土城

を掘っている。

蓋石は、 5枚の板石が使用され、頭部の南西端の 1枚が片岩、他が輝緑岩が利用されている。

蓋石の下側には、赤色顔料が塗布されていない。

土城は、両小口が丸味をもち、頭部に最大幅をもつ平面形に、床面の南西小口に比較的大き

な削出枕を付設する。壁面の大半が内湾するが、足元がとくに著しい。

26号墓（図版43-3、第50図26)

一群の中央より西側にある小型石蓋土壊墓。墓渡は隅丸長方形で、主軸を同一にして中央に

土壊を掘っている。蓋石には、花尚岩 1個と河原石の合計4個の厚味のある石が利用されてい

る。目張りとして、小石を並べ粘土を使用していない。

土堀は、両小口が角張り、最大幅を肩部に置き、削出枕を西側に付設する。
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43号墓（図版44、第51図43)

一群の北東角にあるが、 1II号墳墓群に所属する可能性をもつ石蓋土城墓。墓堀は、北側上部

を13号墳の周溝で、西側角を57号墓によって切られている。墓壊の平面形は隅丸長方形で、対

角線上に棺本体を置く。

蓋石は、片岩 4枚と安山岩が合計 5枚使用され、下面に薄く赤色顔料が残っている。墓壊の

1個の片岩と赤色顔料がある。赤色顔料の両側からは、西側角には余裕があり、 1点の素環頭

刀子が柄部と身に分かれて出土した。棺内も荒らされていないことから、墓城内に意識して置

かれたものである。

土城は、特別に東壁に 2枚の安山岩の板石が立てられているが、下面に掘込まれてもいない。

他の壁面は内傾ぎみに掘られ、足元小口を横穴状に掘っている。土壊平面形は、北側頭部が隅

丸、足元が丸造り、最大幅が肩部となっている。
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冒1号墓土層名

1 暗灰褐色粘質土

! ::: 芯::翌箆：~:; :~~ な：:: ::: 
4 淡灰褐色粘質土

5 茶褐色粘質土② (2より明るい）

1.5m 

第46図 1号墓実測図(1/30)
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44号募（図版45-1・2、第52図44)

一群の北東角にあり、 11I号墳墓群に属する可能性の強い石蓋土壊墓。墓堀と本体の西側半分

を13号墳周溝によって破壊され、棺内も荒らされている。墓壊の平面形が変っており、菱形の

一方が丸造りとなっている。土墟はその墓壊の対角線にあり、足側が丸く広くなった形となる。

蓋石は、足側の 2枚が残り、片岩と安山岩が利用されている。

土城は、西側小口に削出枕を付設し胸部を最大幅としている。足元のくぽみは、下に落し穴

があるところから掘りすぎたもので、壁面が全体に内湾している。荒らされた棺と釜石上から、

鉄鏃と素環頭刀子片が出土した。

¥
 土層 P

29.Sm 

29.5m東

w
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i
 

2号墓土層名

l 茶黒色粘質土

2 灰黒色粘質土

3 暗灰褐色粘質土

4 木の根入る

5 灰褐色粘質土

。

1.5 m 

第47図 2号墓実測図(1/30)
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57号募（図版49-1、第58図57)

これも II1号墳墓群に所属する可能性の強い小型石蓋土城墓で、 13号墳周溝によって半分を破

壊されている。墓壊は、隅丸長方形であるが、土城が対角線ぎみに掘られている。蓋石は、足

部に 1枚の安山岩が残っているにすぎない。

土壊は、両小口が角張り、肩部を最大幅とし、南に枕が付設されている。壁面は、全部が内

湾していたものらしい。

47号墓（図版45-3、第53図）
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第49図 VII -25号墓実測図 (1/30)
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一群の南側にある土

城墓で、棺床がわずか

に残っていた。床面は、

両小口に多少丸味があ

り、中央部に最大幅を

もつもので、枕が付設

しないが、幅から南枕

となる。床面全体に赤

色顔料が敷かれている。

48号墓（図版46-1、

第53図48)

一群の南東側にある

土壊墓であるが、これ

も13号墳の石室掘方と

その盗掘によって上部

を破壊されている。土

城は、両小口に丸味が

あり、最大幅を中央部

に、高い枕を西小口に

付設する。壁面の崩壊

が著しいところから石

蓋であったと思われ、

壁の足元小口が内湾し

ている。

49号墓（図版46-2、

第53図49)

一群の南端にある土

城墓で、上部を破壊さ

れているが、菱形墓城

に対角線に掘られてい
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る。土城は、細長の両小口が角張り、最大幅を頭部に置く箱形平面で、南東小口に削出枕を付

設する。床面の枕直下のみ赤色顔料が見られた。

51号墓（図版46-3、第50図51)

一群の南端にある小型土城墓で、上部を破壊されている。土壊は、両小口に丸味があり、肩

部を最大幅とし、南東枕としている。
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52号墓（図版47-1・2、第54図52)

一群の北側にある石蓋土壊墓で、不整隅丸長方形の墓渡をもっている。蓋石は、両端の 3枚

に片岩を利用し、他の 4個が河原石を利用しており、下面に赤色顔料が見られない。

土城は、両小口を丸造りとしているが、足元が細くとがる特徴があり、腹部に最大幅がある。

東枕の削出枕は高く、壁面が足元と側壁の一部に内湾するところがある。

赤色顔料は、頭部から胸部にかけての床面と壁面に見られる。

53号墓（図版47-3、48-1・2、第55・57図53)

一群の北西角にある木蓋土城墓で、 54号墓の大型壊墓の一角を切って造られている。墓壊は、

細長い隅丸梯形で、保存もよい。

土城も細長い箱形で、中央部に最大幅をもつ。床面の西側小口に削出枕を付設し、壁面の足

元を内湾させている。

床面には、全体に赤色顔料を簿＜敷き、枕上に刃を左下に向けた錨と中央部左側に切先を足

元に向けた小型鉄鏃が副葬されている。

54号墓（図版48-3、第56・57図54)

一群の北西角にあって、 53号墓によって大型墓堀の北西側を破壊された木蓋土城墓。墓城は、

整美な大型であるが、土堀が中央より東寄りに中型のものが掘られている。

土城は、両小口が丸造り、胸部に最大幅、南東枕となっている。壁面は、全面が内湾するが

足元小口がとくに著しく内傾している。床面には、全面に赤色顔料が敷かれるものの、副葬品

がない。

56号墓（第55図56)

一群の西側にある小型石蓋土城墓。墓城の東側を 2号方墳に、西側を崖で破壊されているが、

棺本体と蓋石は荒されていなかった。蓋石は、 3枚の安山岩を利用している。

土壊は、両小口が丸造り、胸部に最大幅、壁面が内傾する造りとなり、床面・蓋石に赤色顔

料が見られない。

58号墓（図版49-2、第58図58)

一群の北側にある中型木蓋土堀墓で、墓城の北東側を14号墳の墓道によって破壊されている。

墓壊は、隅丸長方形であるが、さほど大きくもないのに土壊を北東（頭部）側に寄せて掘って

いる。墓城の 4分の 3が荒らされていないのに石蓋がないところから木蓋としたが、目張粘土

や土堀壁面の保存もよい。
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土堀は、両小口が隅丸造り、最大幅が胸部、北東小口に削出枕を付設し、壁全面を内傾させ

ている。

60号墓（図版49-3、第59図60)

一群の西側の崖面にあって、墓堀の一部などを破壊された中型石蓋土堀墓。一部残存する墓

壊は、対角線に土城を掘る型式で、足元にあたる北側の蓋石 1枚が残っていた。

土壊は、両小口丸造り、最大幅を肩部、南小口に削出枕を付設し、壁全面が内傾する造り。

61号墓（第56図61)

／
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ヨ 53 

53・54号墓土層名

1 赤褐色粒混入淡褐色土

2 赤褐色プロック混入淡褐色土

3 掲色土

4 炭化物混入黒褐色土

5 暗褐色土（やわらかい）

29.2m 

゜
第57図 VII-53・54号墓関連実測図(1/40)
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4 淡黄灰褐色粘質土

5 暗茶灰色粘質土



一群の中央部にある小型石蓋土堀墓で、北西側半分を 2号方墳の周溝によって破壊されてい

る。墓城は楕円形と思われるが、これも北東側の長辺に沿って土城を掘っている。蓋石は、足

元の南東端に河原石 1個が残っていた。

土城は、両小口が隅丸造り、最大幅を中央に、北西小口に削出枕を付設し、壁面の足元が内

傾する造りとなっている。

VIl号墳墓群は、前述したように墳丘墓や区画墓として成立しない要素があり、 43号 ・44号・

57号が訊号墳纂群に含まれる可能性が強いことからも、独立した群として扱えなくなる。そう

なると、 V1号墳墓群のように、 53号・ 54号墓のような従属関係が成立する小群に分割すること

が可能になってくる。このように43号・ 44号 ・57号墓が11I号墳墓群に含まれないとしても、小

群の従属関係が成立することも考えられる。

⑧
 

Vlil号墳墓群（図版51-2、第60・61図）

V111号墳墓群は、石棺墓を中心主体部とする IX号墳墓群の南東側に隣接することもあって、一

群を構成するものではなく、 IX号墳墓群外に付隋するものとして扱うべきかもしれない。実際

に群を構成する 3基のうちの 1基が礫床土墟墓で、時期が離れる可能性をもっている。

27号募（第61図27)

一群の南側に位置する大型木蓋土壊墓で、上部を削平によって失っている。土城は、両小口

丸造り、肩部に最大幅、北西小口に削出枕を付設、壁面を外傾した造りとなっている。棺内が

荒らされていないことから木蓋とし、床面中央部左側に切先を頭部側に向けた 2本の鉄鏃が副

葬してあり、床全面に赤色顔料が敷いてある。鉄鏃は、矢柄が着装してあることから、棺尻ま

での長さ70-SOcm以内の矢柄の長さになる。

29号墓（第61図29)

一群の西側にある大型木蓋土堀墓で、上部の大半を削平されている。土城は、両小口が隅丸

造り、最大幅を肩部に、西小口に削出枕を付設する。蓋については不明であるが、土壊が箱形

であることと、棺内が荒らされていないことから木蓋とした。

36号墓（第61図36)

一群の北側にある礫床土城墓で、上部を削平され床面のみが残っていた。土壊の床面には、

全体に径 8cm以下の小礫が敷詰めてある以外に、副葬品など何も出土しなかった。頭位方向も

不明で、時期も不明。
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第62図 55号墓実測図(1/30)

VD1号墳墓群は、大型土壊墓 3基から構成されることから、 IX号墳墓群に従属する可能性があ

るとはいえ、地形的にも高位置を占めることなど独立した群としておく。

55号墓（図版51-1、第62図55)

調査区東端に独立していることから、 どの群にも所属しない木蓋土城墓。地形的に高位置に

あることから、上部を削平されているが、棺内が荒らされていないことと、内傾する壁面の保

存のよいことから木蓋とした。

土城は、頭部小口丸造り、足元小口角造り、最大幅を中央部に、北東小口に削出枕をもつ。

頭部付近に赤色顔料を敷くが、副葬品はない。

⑨
 

IX号墳墓群（図版 3-2、51-2、第60・63・64図）

IX号墳墓群は、西側に 6号不整形土堀とした弧状溝があり、これを手掛りに31号墓を中心部

4号.5号不整形土城などが楕円形を描く線上に連なってくに位置づけて東側に反転すると、

る。このように考えると、 これらの不整形土城とした一群が墳丘墓の周溝が削平された痕跡で

あることがわかる。復原された墳丘は、長径約11.5m、短径約 9mの楕円形である。 この墳丘

の西側周溝にあたる 6号不整形土城から古式土師器の小型丸底堆の破片が出土している。

30号墓（図版52-1、第63図30)

墳丘の南端にある木蓋土城墓で、墓城を失っている。土城は、両小口を丸造りし、中央より

やや西側を最大幅とするが、小口床面に枕を持たない。土壊の床面を見ると、中央より西側に
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赤色顔料が厚く敷かれ、東側の床面が低くなることから西側が頭部と思われる。棺内が荒らさ

れていないところから木蓋としたが、土堀形態からは石蓋の可能性も残されている。

31号墓（図版52-2、第63図31)

31号墓は、墳丘の中心部を占める大型箱式石棺墓であるが、半分以上が破壊され、石材が散

乱していた。石材があるものは可能なかぎり復原したところ、原形に近いものとなった。

石棺は、両小口に各 1枚、南側壁に 5枚、北側壁に 4枚の板石が使用されている。石材は、

両小口と両側壁各 1枚の安山岩を使用する以外が片岩を利用している。

床面は、荒らされた部分が多いので正確ではないが枕の造付がなかったらしいが、西側小口

幅が広いところから西枕で、最大幅が中央よりやや西側の腹部となっている。

床面には、赤色顔料が残っていたが、中央からやや西の左側に、切先を頭部に向けた鉄鏃2本

が副葬されていた。この部分は荒らされていなかったところから、原位置にあるものと見てよい。

石棺掘方は、長径2.78m、短径1.57mの胴張長方形の平面形をし、石材に応じた大きさと深

E
 s

・
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第64図 IX-32号墓実測図(1/30)
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さの穴を床面周辺に掘って

いる。石材を立てるための

根石も若干使用されている。

32号墓（図版52-3、第

64図32)

32号墓は、墳丘中央を占

める31号墓に寄り添うよう

に造られた箱式石棺墓であ

るが、完全に近く破壊され

ていた。荒らされた棺内に

残っていた石材を整理して

復原したところ、原形に近

い側壁材 1枚と小口材など

が若干原位置に戻すことが

できた。石材抜跡から復原

できた石棺は、両小口に各

1枚、北東側壁に 6枚、南

西側壁に 4枚の板石を使用

していたらしい。使用され

た石材は、残っている小口

が安山岩、側壁の残ってい

る石材も南東側から安山岩

・片岩・花尚岩の各 1枚で

あった。

石棺の平面形は、南東小

口が広く、中央部に最大幅

をもつところから、南東枕

となる。床面や石材内面に

赤色顔料の痕跡はあるが、

床面が完全に荒らされ、中

央部右側で発見された刀子

片も原位置のものではなか
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第65図 X -34・59号墓実測図(1/30)
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った。石棺の掘方は、長径2.61m、短径1.34mの隅丸長方形で、石材を立てる穴が南東小口の

みと、くに深く掘られている。

IX号墳墓群では、中心的位置を占める31号墓の墓堀が大型であったことが予想されるが、た

とえ小型墓城であったとしても32号墓との墓城の重複が避けられない。重複した場合は、 V号

• VI号墳墓群に例をとるまでもなく、一般的に中心主体が最初に埋葬されることから、 32号墓

が31号墓に従属する関係にある。いずれにしても中心主体の31号墓には、相応の副葬品があっ
-/-, ~ レふf.C,,:.和ぺふァ
、~~'-" J 、匹 C"• し,.,0 

⑩ x号墳墓群（図版3-2、53-1、第60・65-67図）

この墳墓群も 1X号墳墓群と同じように、周溝の一部の弧状溝が検出された。この弧状溝を利

用して円を描くと 1X号墳墓群の周溝とも重複することから、 35号・ 41号墓を対立させる形で、

両墓の中間を墳丘の中心とすると、第60図のような楕円形の墳丘が復原できる。復原できた墳

丘は、長径約10m、短径約8.5mの規模となる。周溝内からは、時期を判定できる遺物が出土

していない。

34号墓（図版53-2、第65図34)

墳丘の中心より南側にある小型石蓋土壊墓で、蓋石が完存し、墓墟底がかろうじて検出され

た。墓壊は、隅丸梯形の平面形をし、土城が西小口に寄せて掘られている。蓋石は、両側に片

岩 3枚、中央に河原石 2枚の合計 5枚が使用され、目張りとして河原石の小石が利用されてい

る。

土城は、両小口が丸造り、腹部に最大幅、東小口に削出枕をもち、壁面が外傾している。

35号墓（図版54、第66図35)

墳丘の西側にある優美な箱式石棺墓で、この墳丘の盟主的位置を占める。石棺は、西側崖面

の土取りに際して北西側端蓋石がずらされ、北西小口壁が破壊されて棺内が荒らされている。

墓壊は、床面の一部がかろうじて残っていることから、菱形平面形であることがわかり、石

棺本体が対角線上に配置されている。蓋石は、 4枚の安山岩の板石が使用され、下面全体に赤

色顔料を塗布しているが、粘土目張りがない。

石棺は、両小口に各 1枚、北東側壁に 3枚、南西側壁に 2枚の安山岩を利用し、最大幅を中

央部におき、北西小口が南東小口より 5cmだけ狭く造られている。特記すべきは、南西側壁に

長さ1.54m、幅0.5mの大板石を使用していることと、頭部側小口石の上面を打欠いて面を揃

えていることである。

さらにこの石棺は、床面に安山岩の板石 4枚を敷き、その間隙を同じ石材の小板石で埋めて
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いる。棺内の赤色顔料は大半が除去されていたが、 6壁全面に塗布されたものが残っていた。

副葬品は、棺内が完全に近く荒らされていたが、床石の中央左側の間隙に錨片が残っていた。

さらに石棺掘方の東側角に鉄斧が木柄が装着されて発見された。

石棺掘方は、長径2.lm、最大幅I.Omの大きさの頭側が広い梯形で、石材が扁平であるため

か、両小口がとくに狭いながら深く掘られている。

41号墓（図版55、第67図41)

墳丘の東側にあって、 35号墓と対峙する位置関係にある大型石蓋土城墓。墓堀は不整形であ
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第68図 XI-39• 62号墓実測図(1/30)
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るが、対角線上にある形態をとり、頭部側の南東側が突がり、他面が広く取られている。蓋石

は、 5枚全部が安山岩を使用しているが粘土目張りがない。墓城内には、足元の蓋石両側に 3

個体部の土器が供献してあった。

土墟は、両小口が隅丸造り、肩部に最大幅、南東側小口に削出枕をもつ。壁面は、両側が内

傾し、両小口が外傾する造りとなっている。棺内には、全面に赤色顔料が敷かれ、蓋石下面の

中央部にも塗布され、床面胸部左側に手鎌が副葬されていた。

59号墓（第65図59)

墳丘の中央近くで検出された土堀であるが、墓である確証がない。小児用土壊墓が荒らされ

た可能性があるので、ここで扱かったが、墓でない可能性の方が強い。

x号墳墓群は、 35号墓を盟主とした墳丘墓として認識できるものの、棺内が荒らされ副葬品

の程度が不明なのが残念である。これまでの中で最も丁寧な墓であることから、中型完形鏡な

どの副葬が予想される。

⑪ XI号墳墓群（図版51-2、第60・68図）

XI号墳墓群とした一群は、祓川岸の崖面にあり、一群の大半が消失した可能性をもってい

る。現存するのは 3基で、成人用 1基、小児用 2基で構成されている。

4号甕棺墓（図版56-3、第38図）

甕棺は、 39号墓の南側に位置し、墓墟と棺の大半を削平されていた。棺は、ほぼ水平でs9° 

W方向に埋置し、棺内に赤色顔料が塗布され、その一部が墓壊底にも見られた。

甕棺（図版100-4、第39図）

墓壊内に残っていた胴部片と、口縁部・肩部突帯から図のような複合口縁壺が復原できた。

壺の口縁は、立上りがあまり高くなく、肩部と胴部台形突帯もしつかりしていることから、型

式的にも古い様相があり、弥生終末古段階に属するものと考える。

39号墓（図版56-1、第68図39)

一群の中央に位置する石蓋土城墓で、足部にあたる西側を破壊されている。墓城は、かろう

じて蓋石の周辺部に残っていたが、形態が不明。蓋石は、 2個の片岩が残っているにすぎない

が、下面に赤色顔料が塗布されている。

土城は、東側小口が丸造り、最大幅を胸部、東小口に削出枕をもち、壁面が一部内傾し、他

が垂直となっている。床面全体に赤色顔料が見られるが、枕上がとくに多い。
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62号墓（図版56-2、第68図62)

一群の北側にある小型土城墓。上部を削平され床面が残るだけであるが、北側壁に添って切

先を東に向けた刀子が副葬されていた。
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土城は、両小口が丸造り、最大幅が中央部、西小口に枕らしき段があるが、床面が低くなっ

ている。

(2) 遺物

① 土器（図版101-104)

a I号墳墓群出土土器（第69図 1-11) 

I号墳墓群の 3-13号墓の11基は、上層の削平が著しいところから、墓壊の大半を失なって

おり、供献土器などがあったとしても当然失なっている。したがって、出土土器は小破片で時

期を特定できるものが少ない。 1は3号墓出土の小型壺の胸部細片で摩滅が著しく、時期など

不明。 2・3は4号墓出土土甕口縁の細片で、詳細不明。 4-7は9号墓出土で、 4が中型複

合口縁壺、 5が小型壺、 6が高杯口縁、 7が高杯脚部裾である。 4の口縁部の外反と 5の肩部

外面のヨコミガキが特徴で、時期は弥生終末前後であろう。 8-11は11号墓出土土器で、 8. 

10が甕口縁、 9・11が小型壺である。 8の口唇端の沈線、 9の口縁外反、 11の肉薄が特徴とな

り、弥生終末またはやや新しい時期となる。 12号墓からも甕口縁細片が出土しているが時期な

ど不明。

b IT号墳墓群出土土器（第70図12-15)

II号墳墓は、 15-16、38号墓の 4基で構成され、 I号より保存がよかったところから土器の

残りがよかったものがある。

12-14は、 15号墓の石驀の目貼に破片を利用していたもので、 12が小型壺、 13が中型壺、 14

が高杯脚部である。 12は全体が摩滅しているが外面の一部に赤色顔料が付着している。 13はロ

縁部が特徴的に屈曲し、肉厚の胴・底部で、内外面共にハケ目調整している。とくに底部が丸

底であるから外面を削っているはずなのに厚く仕上げてある。さらに特徴的なのは、内面全体

に厚く赤色顔料が付着し、外面にも口縁から一部赤色顔料が垂れている。大きさは、口径

18.4cm、器高31.8cmである。この土器は、赤色顔料を墓で使用または祭祀を行なった後に、破

砕して石蓋上にのせたもので、供献土器としての性格も合わせもつと考える。 14の高杯脚部は、

表面の剥離・摩滅が著しいが、中実の割合短脚であるところが特徴。

15は、 16号墓の棺内中央部の埋土中位で出土した丸底甕で、口縁の強い外反と内面のヘラケ

ズリが特徴。外面はハケ目調整で、中位から上に煤が付着し、下位が加熱のため赤変している。

大きさは、口径15cm前後、器高15.8cm、胴部最大径16.lcmである。 II号墳墓群の土器は、内面

ヘラケズリと丸底であることから古墳初期のものとなる。

- 82 -



>~=—-p~冒三ロニ：4

□「~7~ い--, --~ 戸 8

5 

~ I 9 ¥ 

塁＼／ 
‘
 こ

16｀
 

丁ぃー
" 

／彎'
11 

？＇12 

，
 

ヽ

い
釦
川
山
[c

 

1

,

'

,

 

゜
20cm \-「-—⑰

20 ーー,t-,,
第70図墳墓群出土土器実測図①(1/4) 

- 83 -



ミロー /~I 

~--~ ニ/グ'JO

------

..  

' I  

多ジ：

,, 

。

第71図 墳墓群出土土器実測図②(1/4) 

- 84 -



C fil (古）号墳墓群出土土器（図版102、第70・71図）

III (古）号墳墓群は、墳丘中央部を14号墳石室掘方によって破壊されていることから、｛方製

鏡と鉄剣が撹乱土から出土している。土器については、削平されてかろうじて残った東側周溝

(1・2号周溝）と北側周溝 (4号周溝）から出土している。 1・2号周溝と 4号周溝では、

出土する土器群の時期的構成が違うが、 4号周溝内の土器がI11号墳墓側から流入しているので、

I11号墳墓群内の時期差のある土器群として扱うことにする。

1号周溝出土土器は、第71図22-35の土器群である。 22は長頸壺で、口頸部と胴部が直接接

合できないが、胎土や調整などから同一個体とした。口径14cm、胴最大径17.8cmの大きさであ

ることから口頸部の割合が大きな器形である。調整は、頸部内面下端に指圧痕、胴部内面に粘

土継目の上からハケ目、外面に粗いハケ目状工具によるナデ仕上げとなっている。外面肩に黒

色付着物がある。 23は、頸部が割合しほられた中型甕で、口縁が少し湾曲して外反する特徴を

もつ。胴部内面上部にわずかな段を有することから、ヘラケズリの後でナデ仕上げされている

可能性がある。 25• 26は甕の口縁部と思われるが、 24が口唇部端をわずかに摘上げ、 25が外反

し、 26が丸く屈曲した口唇端を大きく摘上げている。 27は甕の底部で平底に属する。胴部外面

下半は、エ具によるケズリ状のナデ調整で、内面底部が同じくケズリである。外面は加熱によ

る赤変が見られる。 28は甕胴部下半で、外面がタタキの後で上半にハケ目、下端がケズリが見

られる。 29・30は、凸レンズ状の甕底部で、全体に摩滅が著しいが、 29外面底部にハケ目調整

が残っている。 31・32は、器台と思われる細片で、 31が口縁部、 32が脚部裾である。外面は摩

滅しているが、 31の内面がハケ目、 32の内面にケズリが残っている。 33は、高杯の杯部と脚裾

部である。杯部は、口縁が丸く内湾するのが特徴で、内面に爪痕が明瞭に残っている。全体に

摩滅しているが内外面共にミガキ調整と思われる。脚裾部端がわずかに内湾するのが特徴で、

内面に粗いハケ目調整がある。 34• 35も高杯の杯部と脚部であるが、別個体である。 35は33と

同形態であるが、外面にミガキ、 6個の穿孔がある。 34は、口縁がわずかに外反するが、直立

に近い杯部で古式の様相を呈する。器面調整は、外面共に丁寧なミガキである。大きさは、ロ

径19.9cmであることから小型に属すると思われ、新しい様相の現われるかもしれない。 1号周

溝出土土器群は、壺や甕の口縁・底部、高杯の形態などから、弥生後期後半に属する。

2号周溝出土土器は細片で、壺・高杯の口縁、鉢の底部がある。 36は複合口縁壺の口縁部で、

外面にミガキ調整があり、下端が接合面から剥離している。 37・38は高杯部口縁部で、胎土に

違いがあるところから別個体と思われ、立上り部が短かい特徴がある。 39は甕か鉢の胴下半部

で、凸レンズ状の底部が小さいところから鉢の可能性がある。全体に摩滅して、器面調整は不

明である。 2号周溝の土器は、高杯が弥生後期後半、他が弥生終末である。

d 皿（新）号墳墓群出土土器
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1・2号周溝が埋没した後に営まれた17・18・64号墓とこれに隣接する46号墓を、皿（新）

号墳墓群とするが、土器は64号墓からだけ出土している。 64号墓出土土器は、第72図40の高杯

で、杯口縁部と脚裾部の同一個体がある。杯部の小さく丸い屈曲と裾端部内側の粘土紐貼付が

特徴である。高杯の型式は、形態的にも 1号周溝の33の高杯より新しく、遺構の重複関係と合

致している。

e N号墳墓群出土土器（第69図16)

w号墳墓群は、 19-21・37・40号墓から構成されるが、隣接する50号墓も付属するものとして

合計 6基とする。墳墓群が地形的に中央の尾根線に近く上部を著しく削平されているところか

ら墓壊が残っておらず、棺本体が残っているにすぎなかった。したがって、供献土器等がなく、

わずかに19号墓から細片が出土した。第70図16は19号墓出土の甕の肩部で、低い台形突帯に斜

方向のキザミ目を施す。弥生終末になるだろう。

t V号墳墓群出土土器（図版103、第69・72図）

V号墳墓群は、 3-5号周溝によって墳丘規模が明瞭な墳丘墓で、 22-24号墓・ 2・3号甕

棺墓と隣接する63号墓から構成される。周溝と墳丘の一部が残ることから、周溝内と墓墟内に

供献土器が多く残る。

22号墓からは、台部・鉢・高杯脚部が出土している。 17は、台付の鉢又は短頸壺で、上部内

面がミガキ、台部内外面がハケ目調整となっている。 18は小鉢で、粗製の貼付底部をもつ。胴

部も粗い作りで、内外面をケズリ状にナデている。 19は肉厚の割合短脚の高杯で、柱状部下端

に 6 個の円孔を穿っている。これらの土器は、弥生終末と思われるが~18の鉢の底部形態から

やや古い可能性がある。

20は小型甕の口縁部で、全体に摩滅し、時期など特定できない。

24は、深味の杯部を有する高杯片である。

III (古）号墳墓群の中の新しい 4号周溝から、第72図41-45の土器が出土している。 41は複

合口縁壺で、小さく外反する口縁が特徴。 42・43は高杯の細片で、 42が杯底部、 43が脚裾部で

ある。 44は完形に近く復原できた高杯で、杯部が割合湾曲が少ない直線的な構成と、割合長い

柱状部と内湾ぎみの脚裾部が特徴である。脚柱状部は、内面にシボリ痕、下端に 3個の円孔を

穿っている。口径31.5cm、器高26.4cm、裾径17cmの大きさで、西新町式の古式の様相を示す。

45は、碗形高杯の完形品である。碗部上半の内湾と脚部裾のわずかな内湾が特徴で、外面全体

にハケ目後に部分的なタテミガキ調整となっている。内面は、碗部と裾部にヨコハケ目調整、

柱状部にシボリが残っている。碗部内面底部に一部赤色顔料が付着している。大きさは、口径

16.4cm、碗部最大径20.3cm、器高16.2cm、裾径14.4cmである。 4号周溝の土器は、 44の西新町
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式の古式高杯に代表されるように弥生終末古段階である。

2号甕棺墓城内には、供献土器と思われる土器群と土器細片が出土している。第73図46は、

墓堀内から出土した複合口縁壺の口唇部細片で内傾している。大型壺の破片であるから混入品

であろう。 47-53は供献土器で、 53の高杯の脚部を欠く以外がほぽ完形に復原できた。 47・48

は長頸壺で、 47が超小型であるが一応精製土器である。器面調整は、外面がハケ目の後に頸部

がタテミガキ、胴部がヨコミガキの粗仕上げとなっている。内面は、全体にナデ仕上げである

が粘土継目も残っている。口縁部外面に、一部赤色顔料が付着している。 48は長頸壺のうちで

も割合頸部が短かく太い壺である。器面調整は、頸部外面がハケ目後タテミガキ、口唇部がヨ

コミガキであるが、指圧痕も残っている。胴部は、下半部をケズリによって丸底とした後で、

ハケ目後ヨコミガキ調整であるが、ミガキが丁寧なものではない。内面は、口唇部にハケ目が

残るなど丁寧なナデ仕上げとならず、底部の一部をケズリによってくぽみができている。大き

さは口径10.2cm、器高15.15cm、胴最大径15.1cmである。外面全体と口唇部内側は、赤色顔料

を塗布したと思われる。 49は直口壺で、直立する口縁部と球形胴部が特徴で、底部がわずかに

尖っている。器面調整は、外面がハケ目の後にタテミガキ、内面が口唇と口縁がヨコナデ、胴

部がナデ仕上げされている。大きさは、口径7.2cm、器高11.65cm、胴最大径12.5cmである。 50

は墓堀内の土器群の中では破られて割合に散乱していた小型甕で、内面のみに赤色顔料が付着

していることから、赤色顔料を使用した後で意識的に破壊されたものと考える。器面調整は、

内外面共にハケ目が残るが、口縁内外面がヨコナデ、胴部下半外面がハケ工具によるケズリ状

ナデ、内面がナデられている。・大きさは、口径14cm、器高14.7cm、胴最大径16cmである。 51は

台付直口壺で、 49と比較して口径が広い特徴をもつ。器面調整は、外面が全体にハケ目で、胴

部中位から上半部がハケ目後に不定方向の粗ミガキ、下位がケズリ後にミガキがあり、他はハ

ケ目のまま。内面調整は、口縁がハケ目後ヨコナデ、胴部がナデ、台部がハケ目である。大き

さは、口径12.7cm、器高14.75cm、胴最大径15.3cm、台裾径12.5cmとなっている。 52は丸底鉢

で、内面の口縁部付近の一部に赤色顔料が付着している。器面調整は、内外面共にハケ目であ

るが、外面底部がケズリによって丸底とした後にナデている。大きさは、口径15.2-16cm、器

高7.9cm。53は高杯の杯部で、脚柱状部が接合面から剥離しており、接合が脚柱状部に杯部を

のせただけであったらしい。器面調整は、全体的に摩滅していて不明なところが多いが、外面

外反部に暗文状の丁寧なタテミガキが施されている。

2号甕棺墓に供献された一括土器群は、高杯の小型化、丸底壺などの新しい要素が加わって

いることから、弥生終末新段階よりも新しいものと考える。

3号周溝は、 V号墳墓群の南西側に位置し、 VI号墳墓群の42号墓と重複しこれより古い。周

溝内からは土器細片のみであったが、周溝の北側延長線上から完形に近い高杯 1個体が出土し

たので、これも 3号周溝に属するものとして報告する。第73図54・55は周溝内、 56が延長上出
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土である。 54は小型で厚味があるところから小型甕で、外面がハケ目、底部が内外面にナデ調

整が行われている。 55は中型甕口縁で、粗いハケ目調整と端部処理が丁寧であるところから古

式の様相がある。 56は、杯外反部が立上がって深味のある杯部に、割合短脚が付く高杯。杯部

の屈曲部が内湾する特徴をもち、内外面がハゲ目調整され、内面のみ部分的に粗いミガキが施

される。脚部は、柱状部外面がミガキ風のハケ調整、内面が丁寧なナデとなっている。大きさ

は、口径22.4cm、器高27.5cm、脚部高10.6cmとなっている。脚裾部に 3個の円孔を穿っている。

瀬戸内系土器との折衷様式であろう。

5号周溝は、 V号墳墓群の北側にあり、若干の土器と大小の石が出土した。第73図57・58は

中型甕の底部で、 57が小さな凸レンズ状底部、 58が尖底である。器面調整は、 57が内外面共に

ハケ目、 58が胴部下半をケズリの後にハケ目仕上げをしている・。 58の外面は、加熱による赤変

あり。 59は小型短脚高杯で、鉢状杯部の内外面に段をもっところに特徴がある。器面は大半が

摩滅しているが、口縁部外面にヨコナデ調整が見える。短脚の中央部に割合大き Hの 3個の円

孔を穿っている。大きさは、口径11.1cmとなっている。岡山県の弥生終末にあたる下田所式で

はなかろうか。

g VI号墳墓群出土土器（図版104、第73図60-63)

VI号墳墓群は、大型墓城をもつ42号墓と28号墓から構成されるが、隣接し確実に古墳後期に

属する 2号墓も 1号墓と共にここで扱う。

第74図60は、 1号墓出土の中型甕の頸部と肩部破片で、屈曲部に丸味があり、胴部内面がハ

ケ目エ具でケズリ状にナデ仕上げしている。古墳前期に属する可能性あり。

61-63は42号墓出土土器で、 62・63が墓墟に供献された完形土器。 61は、全体に摩滅してい

るところから不明であるが、高杯の可能性がある。 62は、内面に赤色顔料が付着する中型鉢で

ある。口唇部に丸味があり、器面調整は全体にもハケ目であるが、外面下半がケズリによって

丸底とした後にもハケ目、内面が粗いハケ目となっている。大きさは、口径18.2cm、器高

12.5cmとなっている。 63は碗形杯部の高杯で、全体に摩滅ぎみであるが、杯部上半がヨコミガ

キ、下半に斜ミガキ、脚部外面にタテのケズリ状｀ミガキが施されている。脚屈曲部に 3個の円

孔を穿ち、杯部との接合面に放斜状のキザミ目を施す。大きさは、口径18cm、器高18.9cm、脚

高10.7cm、脚裾径11.8cm。42号墓供献土器の時期は、弥生終末のうちでも、高杯の脚部が中実

で短脚に近いことからやゃ新しい様相をもっ。

h 珊号墳墓群出土土器（第74図64-66)

刊号墳墓群とした一群は、 16基から構成されることから、さらに区分できる可能性もある。

64は、 43号墓から出土した甕口縁部で、外反して端部の処理、胴部外面のタテミガキ調整な
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ど九朴l的様相ではないところがある。

65・66は、 54号墓出土の甕口縁細片と高杯脚柱状部片である。器面調整は、 65がヨコナデ、

66が内外面共にエ具によるタテナデらしい。なお、杯部との接合面に放斜状のキザミ目を施す。

; VIII号墳墓群出土土器（第74図67)

群として構成された一群であるかどうか疑問のある墓群で、削平も著しく土器も 1点のみ。

第74図67は、 36号墓から出土した細片の形態がわかる 1点の甕口縁であるが、全体に摩滅し

ていて時期など詳細が不明。

i IX号墳墓群出土土器（第74図68・69)

、 1 、Ir-~-,, ro 
¥ /II61 

← 7
 

6
 

刀，＇
‘―-----------

〗+-{sa ヽ＼三，

了＝＝
I I 65 

66 

□'., 
← | 

~(~ 

一ー/, 70 

゜
20cm 

第74図 墳墓群出土土器実測図⑤(1/4) 
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IX号墳墓群も削平が著しく、石棺墓も破壊され、土器は墳丘裾の周溝の名残と思われる不整

形土壊とした中から出土した。

第74図68・69は、墳墓群西側の周溝と思われる不整形土城 6号とした中から出土した小型壺

の口縁部と底部。 68は、割合口縁の長い壺であるが全体に摩滅して詳細不明。 69は、 68と同一

個体の可能性もある底部で、丸底に近い底部で、外面が工具よりナデてある。

k X号墳墓群出土土器（第74図70-72)

x号墳墓群も削平が著しいが、かろうじて墓城が残っていた41号墓から、供献土器と破片が

出土している。

第74図70は、器形が不明であるが口縁部の細片。 71は小型鉢で、外面下半に一部ケズリが残

り、その外の部分がナデ調整らしい。 72は、広口直口台付壺の供献土器。器面調整は、外面が

全体に摩滅しているが、胴部下半がケズリの後に一部ハケ目、内面が口縁にヨコハケ目、胴部

に不定方向のミガキ、台部内面にヘラによる渦巻が残っている。大きさは、口径14.5cm、器高

13.6cm、台部裾径11.5cm。時期は、弥生終末に属すると考える。

② 銅鏡

a 方格規矩渦文鏡（図版11-1、109-1・2、第75図）

棺内床面胸部から出土した銅鏡片は、方格規矩渦文鏡で、鏡面を上にして副葬されていた。

鏡は、鉦を含む半分強を欠損した鏡片で、復原直径10.5cmの小型鏡である。鏡の文様は、外径

2.8cmの方格内角の鉦座に小円環文、方格外にT形文・左向L形文 ・V形文を配し、 T形文両

側に一対の小乳を置く。 T・L形文は複線であるが、 V形が単線となっている。また、 V形文

は直角をなさず、わずかに鈍角を示す。内区の前記の文様間を渦文で埋め、さらにTとL形文

の間に長楕円文 2個が施されるが、一方には見えない。乳は、円座の単純な小乳である。

銘帯は、幅4.9mmで、銘文ではなく、•：◆文と：：：：：：：文を交互に配している。銘帯の外圏に櫛歯文

帯を配して平縁の外区となっている。鏡縁は、中央に円圏を挟み、内側に鋸歯文、~側に複線

山形文となっている。

鏡の法量は、縁幅16.15mm、縁厚さ3.0mm、銘帯地厚さ1.1mm、方格突線部厚さ1.3mm、乳座径

6.9mm、乳径4.6mm、乳部厚さ2.5mm。鏡の反りは、約 2mm程度に見える。・

鏡は全体に保存がよく、鋳造の良否、鋳造後の経過が観察できる。鏡は、貴重品として大事

にされたらしく、全体にいわゆる「手ずれ」があり、とくに文様と縁が丸味をおびているが、

鋳造時の「湯冷え」が図面の下半 3分の 1にあり、「手ずれ」する前に文様が欠落していたこ

とがわかる。「手ずれ」と「湯冷え」の違いを明瞭に示しているのが櫛歯文帯で、現品は突線
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第75図 6号墓出土方格規矩渦文鏡(1/1)
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の上面が平坦となり、側面との角に丸味がない。「湯冷え」が全体に生じれば、鏡が製品とし

て完成していないし、櫛歯文も表面が荒れているはずで、平滑にならないはずである。

なお、この鏡は、「手ずれ」が生じるほど使用された後に破鏡となったらしく、破面に「手

ずれ」などの摩滅が見られない上に、破面にヤスリ状の研摩痕が見られ、さらに鏡面との角を

ャスリ状研摩で面取りしている。

すなわち、この被葬者は、一定期間伝世した鏡が破鏡となった直後に死を向え、破鏡をほと

んど使用することなく副葬したものと考える。

鏡は、全体に保存が良いため黒鉛色の光沢があり、さらに両面全体に赤色顔料が付着してい

る。

鏡は、銘帯が擬銘であるところから、後漠末の鏡式である。

~ 

5cm 

第76図 8号墓出土三角緑画像鏡(1/1)
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b 三角縁画像鏡（図版11-2、

109-3、第76図）

銅鏡は、棺内頭部枕にかかる左側

で鏡面を上にして副葬されていた三

角縁画像鏡片である。鏡片は、現状

で長径7.2cm、幅3.1cmの小片となっ

ているが、鏡縁から復原すると直径

22cm前後の大型鏡である。鏡の文様

構成は、外側から三角縁・獣文帯・

鋸歯文帯の外区、外区の内側にわず

かに櫛歯文帯が残っている。外区の

獣文帯には、鳥形と頭部に角をもっ

四つ足獣が鮮明に平彫りされている。

鋸歯文も獣文と同様にシャープに彫

られ、摩滅も見られない。また、獣

文の頭部や背上に微細な突線が鮮明

に見られ、同型鏡を検索・比較する

際の有力な手掛りとなる。

鏡片は全体に保存がよく、一部の

銹化以外は黒鉛色をし、破面・鏡縁

端・三角縁頂部・外区内側端の角の

み摩滅して丸味をもち黒色の光沢が



ある。大型鏡であれば大半が鏡縁と鏡面の角をヤスリ状研摩で面取りするが、これが「手ず

れ」によって丸味をもつことになる。本鏡は、鏡縁外側面に微細なヨコ方向の鋳造後仕上研ぎ

の研摩痕が残っていることからも、破鏡となってからも「手ずれ」が局部的な摩滅となってい

る。鏡面の光沢と比較すると、文様面が鋳造後の仕上研ぎと鋳肌をそのまま残すことからも、

鏡の鋳造後伝世せずに破鏡となり、破鏡となって以後の短期間に摩滅したものと考える。

鏡の法量は、外区幅29.ZIIIID、三角縁幅ll.5IIIID、三角縁厚さ6.7IIIID、外区内側厚さ3.3IIIIDである。

鏡式は、三角縁で外区に獣文帯をもつものに獣帯鏡の可能性も若干あるが、いずれにしろ、

後漢末に華中から華南で製作されたものであろう。

c 小形1方製鏡（図版109-4、第77図）

鏡は、著しく破損した小形佑製鏡で、文様も見ら

れない。文様面の部分で表面の保存のよいところに

も文様が見られないので、無文鏡の可能性もあるが、

鉛同位対比分析の結果は弥生小形佑製鏡の可能性が

強い。鉦も破損しているがその周辺を含めて破片は

古いが、鏡縁側の破面が新しいので、鏡縁を発掘時

に破損したらしい。鏡片は、復原すると直径8cm前

後になると思われる。

d 三角縁盤龍鏡（図版11-3、110・111、第78

図）

I I 

こざ"=ノ＼――――てニコ：

゜
4cm 

本来は完形鏡として、棺内頭部右側に副葬されて

いた小型盤龍鏡。鏡には、一部欠損した部分がある 第77図 Il1号墳墓群出土小形1方製鏡(1/1)

が、これは錆と棺内が荒らされた時に細片となって

飛散したものであろう。

鏡の文様構成は、中心の円鉦座からのびる有角獣の龍が左側に、無角獣の虎が右側に各 1像

配置され対向している。向合った二獣の顔の間に五鉢銭 1個が浮彫され、その右側に「五」、

左側に「困」が陽刻されている。また、五妹銭中央の方格の中に小乳 1個と外側の上下に 1

• 2個の珠文がある。獣形は、胴体部のみ細線の輪郭線があり、虎の胴体の下に 2本の足、龍

の長い胴体の下に 1本の足を置いてさらに胴体の一部が出ている。内区の獣形の余白には、渦

文やひげ状の細線文が全体に見られる。銘帯には、五蛛銭の右側から右回りに「国羊作園口

ロロ、上口口口」の11字からなる銘文がかろうじて見える。「作」字は、人偏が略されている。

銘帯の外廻りに櫛歯文帯があって外区となる。外区は、内側に鋸歯文帯がなく円圏のみで、そ
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゜
7cm 

いる。この「湯冷

え」の箇所から、そ

の外側に鋳型の鋳口があり、鋳造の最後になって湯が冷えて文様が不鮮明な鋳上りになったと

第78図 19号墓出土三角緑盤龍鏡 (1/1) 

の外帯が画文帯とな

っている。画文帯は、

獣形が唐草文状に略

されて平彫されてい

る。外区外周が三角

縁で終っている。

鏡の法量は、面径

9.8cm、鉦径18.1mm、

鉦部厚さ 9.6mm、鏡

縁厚さ 5.8mm、鉦孔

幅 4.6mm、鉦孔高

3.2mm、鏡面の反り

約2.5mmとなる。

鏡は、全体に保存

がよく漆黒色を呈す

るが、鋳造時の「湯

冷え」が二獣の足元

から下部に広がって

いる。「湯冷え」に

よって、 3本の足先

から銘帯・櫛歯文帯

・外区画文帯が不鮮

明な鋳上りとなって

考える。

鏡には、「湯冷え」のほかに全体にわたって「手ずれ」による摩滅が見られる。とくに摩滅

が著しいのは、三角縁の角・外区内側円圏・櫛歯文帯・獣形の突出部・鉦頭であり、鏡文様の

突出部全体に及んでいる。

鏡の両面全休に赤色顔料が付着しているが、鏡面には赤色顔料の中に布目痕も見られる。さ

らに、鉦孔内にも紐状の繊維が少量詰っている。
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③ 玉類（図版13-14、第79-80図）

C地区では、 8号・ 10号・ 13号・ 20号墓の 4基から玉類が出土している。この墳墓群出土の

玉類は、首飾りに使用されたものではなく、耳や手首の装飾として利用されたこともあってそ

のほとんどが小型玉類である。したがって、ここでは、多少大きな玉類である勾玉・管玉・丸

玉を図示して、ガラス小玉を表 11の一覧表に計測値を示すことにした。ガラス小玉の分類に
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第79図 I号墳墓群出土玉類実測図(1/1)
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ついては、 Aを径4mm前後で厚さも径と同じ程度であるが、厚さが径よりわずかに大きいもの

があるため、歪んで長く見える小玉。 BはAより小さい 3mm前後で、径より厚さが大きく長い

小玉。 Cは4-5 mm前後のものが主体であるが、 3mm前後のものも多く、径より厚さが小さく、

外形が丸味のある玉らしい小玉。 Dは径 3mm以上のものと微少小玉の 2mm前後のものがあるが、

Dの特徴は厚さが著しく薄い。 Eは輪切りにしたそのままの状態に近いもので角がある。なお、

ここでは、ガラス小玉を3.5mm以上、それ以下をガラス粟玉とした。

a 8号墓出土玉類（図版13-1・2、第79図8-1-8-5、表11)

8号墓では、枕にかかる中央部で出土した首飾りと思われる勾玉 1点・管玉 3点、右耳飾り

のガラス小玉16点、ガラス粟玉43点、水晶丸玉 1点、右手首飾りのガラス小玉38点、左手首飾

りのガラス小玉31点・ガラス粟玉 2点の合計135点が出土した。

ヒスイ勾玉は、両面と内側が平坦で、背に丸味がある。管玉は、白緑色のグリータフ製がわ

ずかに中ぶくらみをし、濃緑色の碧玉製が直線的な作り。すべて両側穿孔である。

右耳飾りの水晶丸玉は、整美で片面穿孔し、両側を平坦に研摩している。ガラス小玉は、ス

カイブルーとコバルトブルーの 2色があり、気泡が孔と同方向に並んでいることから引伸して

切断する方法で作られている。コバルトブルーの大き目の小玉の孔の両側を平坦に研摩してい

るものがある。ガラス粟玉は、赤褐色 2点とスカイブルー、コバルトブルーの簿いものがある。

右手首飾りは、コバルトブルーの最大径6.7mm、最小径4.1mmの大き目の小玉となっている。

やはり、引伸法によって作られ、小さなものまで孔の両面が平坦に研摩されている。

左手首飾りは、コバルトブルーで最大径6.5mm、最小径4.5mmの割合揃った大きさとなってい

る。同じく引伸法で作られ研摩されているが、玉同士が触れる孔両面ではなく、丸味ある側面

が著しく摩滅していることは、左手を右手より多く使用する左利きのためであろうか。

b 10号墓出土玉類（図版13-3、第79図10-5、表11)

10号墓からは、小型管玉 1点、ガラス小玉 8点が出土した。管玉は、縞文様のある白緑色の

グリーンタフで、両側穿孔が食い違って、片面に 2個の孔が重複した形となっている。

ガラス小玉は、スカイブルーとコバルトブルーの 2色があり、コバルトブルーの大きい 2-

3個に孔両面の研摩が見られる。

C 13号墓出土玉類（図版14-1、第79図13-1 -29、表11)

13号墓からは、両側の耳飾りとして一対の玉類が出土した。

右耳飾りは、ヒスイ丸玉 1点を中心に、管玉12点、ガラス小玉 4点で構成されている。ヒス

イ丸玉は、一方から大きな穿孔を行っているところが縄文玉と同じである。
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管玉は、いずれも小型で、メノウ 1点、

碧玉 8点、グリーンタフ 3点がある。

ガラス小玉 4点は、いずれもコバルト

ブルーで引伸法、孔両面の研摩がある。

左耳飾りは、ヒスイ勾玉を中心に、ガ

ラス管玉 1点、ガラス小玉15点で構成さ

れている。

ヒスイ勾玉は、白緑色の扁平で、頭部

より尻の方が厚味があり、高級とはいえ

ない。

e-9- 口 圃 >
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⑨ 

OD 炉ヽ¥___O多尺'ノ) 
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゜
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第80図 N・2号墳墓群出土玉類実測図(1/1)

ガラス管玉は、調査時に取上げる時点で破損したが、大きさが長さ約 9mm、径約3.5mmのう

すいコバルトブルーである。孔と同一方向の無数のスジが伸びているところから、引伸法で作

られている。ガラス小玉は、いずれもコバル トブルーで、引伸法、両側の平坦研摩がある。さ

らに丸味側の摩滅もあり、使用度の多さが考えられる。

d 20号墓出土玉類（図版13-3、第80図、表11)

20号墓の玉類は、頭部で出土した勾玉 1点、管玉 1点、ガラス丸玉 1点、ガラス小玉 9点の

合計12点から構成されている。勾玉は、極小型碧玉製で、平扁な尻尖がりとなっている。両面

穿孔された際に、両面に孔の周囲に同心円状の平坦面ができている。

管玉は、黄緑色の碧玉細型で、両面穿孔されている。

ガラス丸玉は、スカイブルーで引伸法で作られ、孔両面を平坦に研摩している。ガラス小玉

は、コバルトブルー 1点とスカイブルーで、全部が引伸法で作られているが、孔両面の研摩が

コバルトブルーの 1点だけに限られている。

④ 鉄器（図版113-118、第81-85図、表12)

今回報告する墳墓群からは、合計67点の鉄製品が出土している。内訳は、武器の剣が 5点・

素環頭刀子4点・鏃21点、エ具の刀子24点・錨4点・斧 3点、農具の手鎌 1点、漁具の釣針 5

点である。鉄器の全長• 最大幅• 最大厚さについては、本文最後の表12の一覧表に示した。

第81図 1は、 5号墓出土の剣で、長さ31.1cm、最大幅2.6cm、最大厚さ0.4cm、茎長3.2cm、

最大幅1.7cm、最小幅1.7cm、厚さ0.3cmで、剣身関部両側に目釘穴をもつ。剣身の最大幅は関

部側にあり、切先近くの幅が2.0cmであるから幅 6mmの先細りとなる。剣身と茎基部の厚さに

変りないが、茎は厚さも幅と同じように尻細りとなっている。関部の目釘穴は、径5mmの円孔

- 99 -



-' 
-1 

3
 

゜

2
 

5臼 20cm 

で、中に径 4mmの目釘が貫

通している。剣身の切先部

分に反りがあるが、棺内が

荒らされていないことから、

副葬前からのものであろう

か。図の裏面にあたる切先

近くに木葉が銹付き、同じ

剣身裏面の数個所に紐状の

付着物もあり、鞘等であろ

うか。関部両側にも木質等

の付着物があり、一方は人

骨の可能性もある。剣身の

鏑は、明瞭なものではない。

2は、 m号墳墓群の中央

部で単独に出土した完形品。

14号墳の築造・破壊によっ

て遺構から遊離したものと

考える。剣身の最大幅は関

部にあり、切先近くの幅

2.4cmとは 7mmの差がある。

剣身は、銹のための変化で

あるかもしれないが、蛇行

気味である。茎は、長さ2.25cm、最大幅2.0cm、厚さ0.4cmの小さなもの。この剣身も、切先近

くから緩やかな反りがある。

第81図 墳墓群出土鉄剣実測図(1/3)

第82図6は、 6号墓の枕上から出土した素環頭刀子で、身の長さ14.2cm、柄長5.6cm、環長

1. 7cmの大きさである。身最大幅が関部にあり、柄の幅が1.1cmであるが環側が約 1mm小さくな

っており、柄のみがわずかに内反りである。柄などに木質などの付着物はなく、環頭部の断面

形は丸造りと思われるが正確な形状が不明である。なお、柄と比較して身が先細りなのは、使

用による研減りであろう。

7は、 6号墓出土の小型刀子で、木製らしき柄が残っている。身の最大幅が関部にあり、刃

部がわずかに内反りなのは、使用度に応じた研減りである。茎は、長さ1.7cm、幅約0.6cmの大

きさである。柄は、幅0.9cm、厚さ約0.8cmの楕円形の断面形である。身の両面に布目痕がある。
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8は、 6号墓出土の典型的な柳葉形鉄鏃で、発掘時に欠損したらしく身の下半と茎を失って

いる。最大幅は身の中央部にあり、鏑がなく丸味をもっている。

9は、 8号墓出土の小型刀子で、鹿角製らしき柄が一部残っている。身の関部に最大幅があ

り、切先に向かって若干細くなっている。茎は、柄の残存のため正確な形状が不明であるが、

長さ1.5cm、幅約0.7cmで、端部が細くなるようだ。

10は、 11号墓の壁面の中位で出土した鉄鏃の茎部で、欠損部を見ると発掘時に鏃身を失った

らしい。矢柄の一部と桜皮巻部が残っており、矢柄径が約0.9cmの大きさである。

11は、 13号墓の右耳部分から出土した刀子で、茎と身の一部を欠損している。身の現存部は、

長さが8.8cmで、身の幅が均ーであることと、切先部が割合大きいことから、ほとんど研減り

がないものと思われる。茎は欠損しているが、幅0.6cmの大きさ。

12は、 13号墓の左耳部分から出土した刀子である。身の最大幅が関部にあり、先細りになっ

ていることから、使用度に応じた研減りがあるようだ。茎は、長さ1.9cm、幅1.0cmの大きさで、

わずかに尻細りとなる。身の片面に茅茎状の付着物がある。

13は、 18号墓出土の鹿角製柄をもつ小型刀子。身の最大幅が関部にあり、かなり先細りであ

ることから、研減りであろう。茎は、幅1.55cm、厚さ1.15cmで断面楕円形の柄が装着されてい

ることから、形状と大きさが不明である。

14は、 19号墓出土の柄付刀子。身の最大幅は、関にあるが、全体に幅に変化が少ない。茎に

は、径1.3cmの断面円形の柄が付くが、何製か不明である。身に付着物が多いが、何物か不明。

15は、 20号墓出土の刀子。身幅は全体に変化なく、切先が急に突がる。茎には、径1.7cmの

断面円形柄が残っているので、形状と大きさが不明。

16・17は、荒らされた21号墓から出土した茎と刀子身残欠である。両方の幅と厚さが同じで

あることから同一個体ともいえるが、刃部に対し茎が大きく、刀子の茎としても大型であるこ

とから別個体の可能性が強い。同一個体とすれば、刃部が著しく研減りしたことになる。

18は、 22号墓出土の刀子。身幅が全体に同じであるが、刃、背共にわずかに内反りする特徴

がある。茎には、鹿角製らしい柄が残存することから、形状と大きさが不明。

19は、 24号墓出土の小型刀子。身幅に変化ないことから、最初からこのような小型であった

らしい。身の長さ3.9cm。

20は、 2号甕棺墓出土の透孔付柳葉形鉄鏃。形からは、椿葉形の小型で、身と茎を区別する

段などがなく、茎尻から3.7cmのところから矢柄が装着され、桜皮巻きが見られる。身の中央

部で、最大幅部から下に長さ1.4cm、最大幅0.25cmの凸レンズ状透孔が穿たれている。透孔は、

ほぽ直角に穿たれているのが特徴で、当遺跡として同型式で最小型であるが、全国的にも同時

期で最小となる。ここでは一応柳葉形としたが、刃部が最大幅より先に限られることから、圭

頭形との分類について最後に検討する。
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21は、 V号墳墓群の集石遺構から出土した大型刀子。身幅が広いところから相当な大型とな

るが、茎が短かいことから小刀まで大きくならないだろう。茎は、鹿角製らしき柄が若干残っ

ていることから、形状や大きさが不明。

22は、 2号墓から出土した三角形鏃で、刃部の鏃身長4.6cm、頸部長3.5cm、茎部が一部欠損

している。木質等の付着物は見られない。

23は、 2号墓から出土した長頸鏃で、鏃身が片刃であるが、関部の形態が不明であるところ

から、鏃身・頸部の長さを示せない。関部は棘状関で、茎部が一部欠損している。

第83図24-28は、 42号墓棺外から出土した超大型釣針である。釣針は、型式的に内鐵式長軸

型で、高さ7.0-ll.5cmの超（極）大型である。この鉄製釣針で特記すべきことは、超大型で

あることに加え、 5点のうち 2点に円棒材が使用されている：：とである。 42号墓は、鉄器の他

に供献土器もあり、時期的に弥生終末新段階として特定することができるうえに、遺構の重複

から、その前後関係も検証できる利点がある。たとえ時間幅を見たとしても、古墳初期に超大

型釣針に円棒材を使用しているのである。

次に各釣針の各寸法と特徴は、 24が高さ10.4cm、ふところ幅2.9cm、たちあがり 2.7cin、針先

から鐵先の長さ1.7cm、軸部の糸巻幅6.2cm、軸径0.4cmの大きさで、軸断面円形、ちもとが先

細り、先曲がりと腰曲がりが均等である。針先側から見た正面形は、軸に歪があるところから、

土圧によるものであるかもしれないが、針先が右ヒネリとなっている。

25は、高さ7.0cm、ふところ幅2.25cm、たちあがり 1.25cm、針先～鐵先長1.05cm、糸巻幅

3.5cm、軸径0.25X0.35cmの大きさで、軸断面方形、ちもと先細り、先曲がりが強い。正面形

が、わずかな左ヒネリで、針先も曲がっている。

26は、高さ9.9cm、ふところ幅2.6cm、たちあがり 2.85cm、針先～鐵先長1.9cm、糸巻幅5.5cm、

軸径0.3-0.45cmの大きさで、軸断面方形、わずかな左ヒネリ、先曲がりが強い。

27は、高さ 11.4cm、ふところ幅2.75cm、たちあがり 2.8cm、針先～鐵先長1.8cm、糸巻幅

5.6cm、軸径0.35cmの大きさで、軸断面円形、ちもと先細り、先曲がりが強く右ヒネリである。

28は、発掘時に欠損して曲がり部分を失ったが、鐵の大きさと糸巻の幅から他の 4点と比較

して、高さ約8.4cmに復原した。軸現存長5.6cm、径0.4cmの断面方形、針先～鐵先長1.25cmの

ものである。

これらの長軸釣針に、幅広く巻かれた糸の材質は不明であるが、巻き方に 2-3mmの幅の単

位があるようにも見えることから、今後に材質の分析と共に検討しなければならない。

第83図に示した小石は、 28の釣針の軸に添えられていたもので、一方の平坦面に鉄銹が付着

している。大きさは、長さ5.25cm、径2.6X2.4cm、重さ38.3gの火山岩の河原石。超大型鉄製

釣針の軸に添えられていたことから、超大型釣針に重りを括り付ける釣漁法はないものだろう

か。いずれにしろ、この超大型鉄製釣針の存在は、弥生終末の釣漁法と製作技術の大革新を達
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成し、近海での大型魚の捕獲を可能にしたことで重要な資料となろう。

29は、 42号墓棺外で釣針 5点に伴出した圭頭形鉄鏃である。先端から最大幅の部分までが刃

部で、身と茎の区別もない。矢柄は、茎尻から3.85cmのところから桜皮巻きが始まる。

30は、 42号墓棺内に副葬されていた超大型透孔付柳葉形鉄鏃で、当遺跡最大のもの。刃部は、
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先端から最大幅までで、身と茎の区別がない。身の最大幅よりやや下から中央部に、凸レンズ

状の透孔を穿っている。透孔は、長さ2.6cm、最大幅0.3cmの大きさで、鋭利な艇で一気に穿っ

たようーだ。矢柄は、茎尻から3.4cmの位置から木質がわずかに残っている。

31は、 42号墓棺内に30の鏃と重ねて副葬されていた刀子である。身は、最大幅が関にあり、

急激に幅が細くなるところから、かなり研減りしたものである。茎は、鹿角柄が付着して形状

や大きさが不明であるが、身幅と同じようだ。身の長さ10.8cmの大きさ。

第84図32は、 43号墓の棺外から出土した素環頭刀子で、全体に細身である。刀身は、切先付

近が外反りで、さらに中央付近でわずかな内反りとなる。刀身長10.9cm、厚さ 3mm、柄長

4.2cm、柄幅0.6cmから0.7cm、環頭外径1.6cmの大きさである。柄には付着物はないが、刀身に

茎状圧痕、環頭内に紐状付着物がある。

33は、荒らされた44号墓蓋石上から出土した素環頭刀子片である。刀身と環頭を欠損してお

り、柄幅8.5mm、厚さ2.5mmで、環が丸造りで一方が柄に密着しない。木質の付着物もない。

34は、同じく荒らされた44号墓棺内から出土した大型柳葉形透孔付鏃。鏃身長10.1cm、身最

小幅1.1cm、茎部長5.1cm、透孔長2.4cm、孔幅0.3cmの大きさで、鏃身基部付近にわずかな鏑が

見られる。茎部に矢柄の痕跡はない。

35は、 53号墓から出土した細長い錨で、最大幅が刃部にある。最小幅は身尻の0.5cmで、身

尻近くで急に細くなる。横断面形は、鉄身全体が三日月形で、その先端を刃部として研出した

にすぎない。全体に木質等の付着した痕跡はない。

36は、同じく 53号墓から出土した柳葉形鏃。この遺跡で最小型鏃で、鏃身にわずかに鏑があ

り、茎部長2.6cmの尻から1.7cmのところから矢柄を装着したらしい痕跡がある。鏃身にわずか

な反りがある。

37・38は、 27号墓から出土した柳葉形と圭頭形鏃である。 37を柳葉形としたのは、最大幅に

あたる部分をすぎたところまで刃部であることからで、基本的には38の圭頭形と大差ない。 37

は、椿葉形透孔付鏃とすべきもので、長さ約2.1cm、幅0.2cmの凸レンズ状透孔をもっ。 37・38

の両方共に、全体に銹ぶくれして正確な厚さは不明。両方共に、矢柄を装着している。

39・40は、 31号墓出土の大型柳葉形透孔付鏃。 39は、椿葉形で刃部が最大幅まで、透孔長

2.4cm、幅0.25cm、矢柄に桜皮巻きがある。 40は、茎部中央近くまで刃部状を呈し、鏃身に対

して大きな透孔をもつ。この透孔は、この遺跡最大の長さ3.2cm、幅0.4cmで、鏃身形態も違っ

ている。これは、透孔自体が本来のものであるが、鏃身形態が使用度に応じて研減りした可能

性もある。茎部には、矢柄が装着され、桜皮巻きもある。

41は、これも31号墓出土小型刀子で、刀身と茎の区別がない。したがって刀身最大幅がその

まま茎幅となっている。刀身の背に内反り状丸味、茎尻にも丸味がある。茎に柄が着装された

痕跡がある。
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42は、荒らされた32号墓から出土した刀子で、刀身と茎部が幅において同じである。刀身の

研減りによってこのような形態となるのであろう。茎は、尻から3.3cmのところから柄が装着

されている。

第85図43は、 35号墓棺外から出土した袋状斧で、最大幅が刃先にある。両側から折曲げた袋

部と刃基部厚さ0.8cmから刃先の断面形が不明であるが両刃であろう。

44は、荒らされた35号墓棺内から出土した維で、鉄身全体が三日月形断面をし、身幅も同一

であるところから、刃部と身尻の形態に大差がない。

45は、 41号墓から出土した本遺跡唯一の農具である手鎌。厚さ 2mmの長方形板の両端を折曲

げたもので、刃部が片刃状を呈し、使用度に応じた研減りがある。刃部の研減りは、左側に集

中していることから右利きの被葬者と考えられる。木柄の着装はなかったらしく、刃部を包む

ように細目の布目痕が見られる。

46は、小児用の62号墓から出土した刀子。最大幅は関にあり、背と刃が切先に向かって細く

なる。刃に古い刃こぼれがあり、鹿角製柄が着装されて茎の形態は不明である。

2 D地区の調査記録

(1) 遺構

D地区は、弥生終末から古墳初期に限定すると、竪穴式住居跡 7軒・墳墓 2基が確認されて

いる。この両者が完全に重複していることから、当然のこととして竪穴式住居が先行するので

あるが、この住居跡が意識的に埋戻された形跡がある。 D地区の竪穴式住居の時期は、 C地区

と同じ弥生終末の古段階であるから、墳墓が同時期以後ということになる。 D地区では、 C

地区のように検出した順に墓の番号を付すのではなく、最初から簡単に各墳墓が独立して区別

できるところから、個別の呼び方をしてきた。そこで、ここでは現場で割竹形木棺墓としたも

のを 1号墳墓、 1号-3号石蓋土堀墓を 2号墳墓、方墳を3号墳墓として整理した。

① 1号墳墓（図版57・58、第86・87図）

1号墳墓は、 D地区南側中央で、 2号竪穴式住居跡を切って造られた木棺墓である。木棺は、

隅丸梯形の墓城の中央に安置された棺床の痕跡を検出することができた。検出できた木棺痕跡

は、墓堀全体と掘りくぼめられた棺床に敷かれた、粘土に近い赤褐色土と淡褐色粘質土が混合

した土の上に置かれたことになる。この敷かれた粘土性のある混合土は、木棺両側と東側小口

が盛上がる形となって、正に粘土床の形態をとっている。

木棺は、一般的に「割竹形木棺」と呼んでいる形式であるが、横断面形で見る限り舟底状を

呈しており、「割竹形」の名称が示すような正円形でない。木棺の横断面形は、底部外面形が
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第86図舟形木棺実測図(1/30)
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第87図 舟形木棺横断面実測図(1/20)
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舟底形で、土層横断面形からも上面を含む横断形が横に広い楕円形であることがわかる。した

• がって、この木棺の形式は、舟形木棺としておきたい。この舟形木棺は、外形の長さが2.25m、

東側頭部小口幅50cm、最大幅55cm、西側小口幅40cmの大きさで、内法が床面の赤色顔料の範囲

から長さ2.02m、東側小口幅36cm、最大幅39cm、西側小口幅31cmであることがわかる。木棺外

形の高さは、土層図から復元すると40cm前後で、内法が30cmというところであろう。木棺内部

に赤色顔料が敷かれていることを述べたが、棺内の足元で鉄細片が出土した以外に副葬品は残

っていなかった。棺外では、墓城内各所に土師器細片が散乱していた。

この舟形木棺を主体部とした墳墓は、当然のこととして墳丘の存在が予想されるのであるが、

完全に削平されたらしく、周溝さえ残っていなかうた。ただし、墳丘を復元するとすれば、西

側に隣接する 3号墳墓の周溝外側から舟形木棺の中心までの距離が 6mであることから、半径

6m以内の墳丘規模であることになる。

② 2号墳墓（図版59・60、第88図）

2号墳墓は、 1号墳墓の北側にある石蓋土城墓 3基から構成されている。石蓋土城墓 3基が

コ字形に規則的な配置で埋葬されていることから、墳丘中央部を意図的に配分したものとして

1基の墳丘を想定した。墳丘は完全に削平さ

れ、周溝も残っていないことから、規模も不

明。

1号棺（図版59-2、第89図1)

南側に位置する石蓋土壊墓で、片岩を利用 --..______;1 I 

した蓋石 2枚が東側頭部に残っていた。土城

は、両小口丸造り、最大幅が中央部、枕がな

いもの。足側の西側小口に 1段あるが、意味

が不明である。

2号棺（図版60-2、第90図2)

東側に位置する小型石蓋土城墓で、墓城の

床部と蓋石が完存していた。本来は長方形で

対角線上に埋葬したらしいが、頭部側の北東

側を拡張している。墓城内から土器が出土し

た。蓋石として●、 4枚の安山岩と片岩が利用

゜
2m 

第88図 2号墳墓実測図(1/60)
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され、粘土目張りされていた。

土城は、両小口が角張り、腹部が最大幅で、枕がなく、壁面が垂直に近く掘られている。棺

床面中央の右側で細形管玉 1個が出土した。北東側が頭部位置と思われる。

3号棺（図版60-3、第89図3)

北側にある大型石蓋土城墓で、蓋以上が削平されている。土壊は、両小口丸造り、西側小口

が広く頭部であるが枕がなく、腹部に最大幅がある。壁面の上半分が崩壊しているので石蓋と

したが、壁面は内湾して掘られている。
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(2) 遺物

① 土器

a 1号墳墓出土土器（図版 、第91図1-7) 

D地区の南側に主体部が 1基存在するのがXII号墳墓で、弥生終末と考える 2号竪穴住居跡

が埋没した後に破壊しているので、住居跡の土器が混入している可能性ももっている。

第91図1-7が、舟形木棺の墓城内から出土した土器で、 1-4が口縁部、 5が甕胴部、 6

• 7が甕底部の破片。 1は小型壺で、摩滅が著しいが、胴部が急に肉薄になるところから内面

ヘラケズリの可能性をもっている。 2・3は、口縁が割合立つ甕口縁部で、全体に摩滅してい

るが、 2の胴部内面にヘラケズリらしい痕跡がある。 4は中型以上の甕口縁で、形態から古い

可能性があり、混入品であろう。 5の甕胴部は、全体に摩滅しているが、内面と外面下端にヘ

ラケズリらしい痕跡が見える。 6・7の底部は、 6が尖底、 7が丸底で、 6の外面下端と 7の

内面にケズリらしき痕跡がある。

時期は、古墳前期に属する。

b 2号墳墓出土土器（第91図8-10) 

この群も削平のため、かろうじて蓋石が一部残っているにすぎなかったことから、土器の出

7 

□『71=!'  .. 

、~-,

戸
―—炉==

， 

゜
20cm 

第91図 D地区墳墓出土土器実測図(1/4)
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土も少ない。

第91図8・9は、 1号墓出土の甕口縁部細片で、全体に摩滅して詳細が不明であるが、 9の

外面の一部に煤が付着している。混入品であろう。 10は器台で、内外面にハケ目の荒い調整と

内面にシボリと指圧痕が見られる。弥生終末から古墳初期のものである。

② 玉類（図版14-2、第80図、表11)

D地区では、管玉 1点が 2号墳墓 2号棺から出土している。管玉は、白緑色のグリーンタフ

製の細形で、両面穿孔されている。

3 E地区の調壺記録

(1) 遺構

E地区では、縄文から中世までの遺構が重複して検出されているが、今回報告の弥生終末か

ら古墳前期に限定すると、地区の南西側最高所に位置する墳丘墓群及び地区北端で丘陵先端に

あたる地区に遺構が集中する。地形的に高い地域は、古墳後期以後に意識的に開墾から外され

た可能性が強く、中泄の墓が一部重複し、現代に祠が設けられていた。バイパス建設決定後の

遺跡分布調査では、この地区のみ低墳丘が確認され、周辺がすでに開墾されていた。この時点

には祠もなく、信仰の対象となっていなかった。

E地点のうち低墳丘が確認された地区は、機械力を使用せずに、墳丘表面から人力で発掘調

査を始めた。調査前に確認した墳丘は 4基であったところから、これを南側から 1号-4号墳

丘墓としたが、墳丘が確認できなかった 3号墳丘墓の東側に 1本の試掘トレンチを設定したと

ころ墳丘が削平された周溝を確認したので、これを 5号墳丘墓とした。調査した結果は、 1号

が確実に古墳前期に属することになったが、この報告では、 1号墳丘墓（古墳）と併記するこ

ととした。

① 1号墳丘墓（古墳）（図版7、61-68、付図 1・2 第92-102図）

1号墳丘墓は、 E地区の南端にあり、墳丘を確認した中でも最も南側に位置する。調査前の

墳丘は、径約 6mほどで、一連の墳丘の中で高さにおいて目立つ存在であった。ただ南と東側

が開墾によって削平されている予想が最初からあった。

調査は、墳丘の残存具合から検討を付けて略東西・南北の幅25cmの細いトレンチを設定し、
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徐々に掘り下げる方法をとった。トレンチ調査の結果、墳裾の北側から西側にかけて周溝が確

認されたので、各所に土層断面を残して拡張して行った。周溝は、北西側に角を持つことから

方形墳であることが早くわかったが、北側中央部で切れていわゆる陸橋状を呈することから、

この部分の調査にかなりの時間を費やした。結果は、方形墳丘の北側に前方部状の突出部が存

在していた。

墳丘頂部では、箱式石棺が荒らされたような石組が発見され、板石と河原石が散乱している

ように見えた。これを墳頂石組遺構とする。

墳丘北西側の平坦面では、これこそ河原石が散乱しており、性格のつかめないものであるが、

一部第97図のように集中している部分も見受けられる。

a 墳丘（図版61-65、第93-97図、付図 2)

墳丘では、中央に東西径5.5m、南北径約 7mの範囲で盛土が確認された。これによると、

地形的に高い西側の平坦面に盛土がなく、中央部に向かって厚く盛土を行っており、西側周溝

から l-l.5mの間が当初から盛土がなく平坦部を形成していたと思われる。しかも、この平

坦部は、周溝に面した突出部を含む墳丘周縁部にあり、墳丘を 2段築成としている。これを証

明するのが、墳丘北西部に残っている貼石であり、墳丘盛土の土層図で考えられる主体部墓堀

の掘削と盛土順位の関係である。貼石の存在は、少なくとも墳丘 1段目の平坦部を貼石で覆っ

ていた可能性が、周溝に転落した多量の礫群と墳丘西縁の貼石遺構から考えられる。墳丘中央

部の主体部は、墳丘中央部に盛土が90%近く完成した時点で墓城の掘削を実行しており、埋葬

完了後の埋戻しの遂行後に残りの最終盛土、墳丘整形を完了している。このことを、第94図南

北墳丘断面図 (A-A')で説明すると、主体部墓堀が墳丘最上層から掘込まれておらず、⑤

の褐色土と⑫の赤褐色粒混入褐色土が墓城全体を覆っている。この⑤層は、突出部側で地山を

直接覆っており、主体部の埋葬時に突出部に盛土がなされていなかったことを証明している。

しかも、現在突出部を覆っている⑧層が中世の整地層であるが、その下⑥層との間に貼石の名

残りと思われる若干の礫層が見られ、突出部が周溝を掘削した輪郭と若干の盛土で形成されて

いたことがわかる。

1号墳丘墓（古墳）は、東側と南側の輪郭線を失っているものの、北側の突出部（前方部）

と周溝及び西側の周溝と貼石から、突出部をもつ長方形墳（前方後方墳）である。その墳丘を

突出部と主体部の位置及び残存周溝の関連から復原すると、突出部が墳丘中央にあるとした場

合に東西径が約11.5m、主体部が墳丘中央に位置するとした場合に東西径が約9.6m、突出部

を含む南北径が約12mとなる。南北規模は主体部を中心とする以外に復原の根拠がないが、東

西径が、突出部と主体部の位置にずれがあるために復原規模に差が生じる。ここでは、北部九

州においても突出部が墳丘中央部に位置することが通例であるところから、東西復原径を約
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A' 

1号墳丘墓土層名 (B-B'),

1 表土

2 黒褐色土混入褐色土

3 黒褐色土

4 黒茶褐色士

5 黒色土

6 褐色土混入黒色土

7 褐色土混入黒褐色土

8 茶褐色士

1号墳丘墓土層名 (A-A')

l 表土

7 灰褐色粘質土

8 褐色土混入茶掲色プロック

2 赤褐色土混入褐色土 （整地層）（瓦器混入）

3 赤褐色土混入黒褐色土

4 赤褐色土混入黄褐色土

5 褐色土

9 灰色粘土・暗褐色土混合

10 黒褐色土

11 黒色土

6 暗褐色土 12 赤褐色粒混入褐色土

9 炭・赤褐色粒混入淡褐色土 18 炭粒・褐色・槃褐色混合土
10 炭粒混入淡褐色土 19 赤褐色焼土
12 赤褐色粒混入褐色土 20 炭粒混入暗褐色・褐色混合土
13 赤褐色粒・灰色土・暗掲色土混合 21 焼土・灰混入黒褐色土
14 焼土・暗褐色土混合 22 黄褐色・赤褐色粘質土混合
15 灰色粘土塊・暗褐色土混合 23 淡褐色粘質土（地山）
16 褐色土

17 褐色土粘質土
24 褐色・赤褐色粘質土混合

第94図 1号墳1i:墓(1号墳）墳丘断面実測図(1/40)

13 赤褐色粒混入暗褐色土

14 焼土・暗褐色土混合

15 焼土混入黒褐色土

16 暗褐色土（やわらかい、土器混入）

17 炭・黒褐色灰

18 炭粒・褐色・黒褐色混合土

19 赤褐色焼土

20 炭粒混入暗掲色・褐色混合土

21 焼土・灰混入黒褐色土

22 暗褐色土（やわらかい）

23 赤褐粒混入灰色粘土・暗褐色土混合

24 灰色粘土・褐色土混合

25 黒褐色粘質土

゜
Sm 

1号墳丘墓土層名

1 表土

2 褐色土

3 赤褐色粒混入褐色土

4 赤褐色塊混入褐色粘質士

30.2mA 

30.2mB' 



C' 28.9mC 

D' 29.4m D 

1号墳丘北側陸橋部東西断面(C-C')

1 表土

2 褐色・赤褐色混合土（中世整地層）

3 黒褐色混入褐色士

4 褐色土混入黒褐色土

5 黒褐色士

6 暗褐色土

7 黄褐色粒混入淡褐色土

9 褐色土混入暗褐色土

E
 

29.2mE' 

1号墳丘墓土層名 (D-D')

1 表土

2 褐色土混入黒褐色土

3 黒褐色土

4 黒褐色士混入褐色土

5 黒色土

6 暗褐色土

7 黒褐色土混入黄褐色土

1号墳丘北周溝南北断面土層名 (E-E')

1 褐色・赤褐色混合土（中世整地層）

2 黒褐色土混入褐色土

3 黒褐色土

4 褐色土混入黒褐色土

5 暗褐色土

6 黄褐色粒混入淡褐色土

F
 

29.2m F' 

G' 

゜

29.2mG 

1号墳丘北周溝西端断面土層名 (G-G')

1 黒褐色土混入掲色土

2 黒褐色土

3 褐色粒混入黒色土

2m 

11 

12 

第95図 1号墳丘墓周溝断面実測図(1/40)
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11.5mとしておく。突出部は、長さ2.8m、くびれ部幅約1.8m、先端部幅約2.2mで、いわゆ

る揆形を呈する。しかも、突出部先端が周溝幅より突出することが明瞭である。第94図B-B'

の墳丘東西断面図を見ると、墳丘の東側裾が若干削平されているものの、盛土自体に削平が大

きく及んでいないことが、主体部墓壊を覆う上層の⑫層が東側に傾斜していることからもわか

る。この時、同断面図東側に見える盛土を切って掘込まれた⑯層が第 2主体部の存在を思わせ

るが、大木の根があるところから遺構として確認できなかった。

墳丘 2段目は、盛土範囲の東西径5.5m、南北径 7mに近い規模の平面形をしていると思わ

れるが、 1段目規模が東西径が大きいことを考えると、東西径が南北径の 7mより大きくなけ

ればならない。比率から 2段目規模を考えると、 1段目南北径 9mに対し 2段目 7mであるか

ら、東西径約8.9mになり、かなり削られていることになる。こうなった場合は、墳丘北西側

の石敷が原位置でなく、北側突出部で観察できる中世の整地が墳丘周縁に及んでいたことにも

なり、 1段目の平坦部がかなり狭いことになる。なお、 1段目の平坦部の存在まで否定される

ことにはならない。もし、否定されることになれば、中央主体部を覆っている⑤ ・ ⑫層に掘込

まれている後述する墳頂石組遺構が荒らされているとはいえ、完全に後世の遺構ということに

なり実状に合わないことになる。

b 貼石（図版65・68-1、第93・96図）

1号墳丘墓では、西側墳丘裾に貼石が存在する。この墳丘墓が時期的には古墳時代に属する

ことから葺石とすべきかもしれないが、古墳の葺石の基底部石が横積みであるのに対し、ここ

では縦積みとしているところから貼石とした。貼石は、現存するのが長さ 3mで、一部 2段積

みであるが、前述したように墳丘上に原位置を多少移動していながらも貼石が存在することと、

周溝に転落した多量の石の存在から、墳丘全周に存在したものと考える。さらに、その貼石の

2段目からの積み方が、第96図断面図でわかるように墳丘が低いことを示しており、墳丘 1段

目の存在を暗示している。

貼石の石材は、石敷や周溝内に転落石と同様に河原石で、基底部に径30-40cm、その上に径

20cm大の石を利用している。

c 周溝（図版64・65、第93-95図）

周溝は、墳丘の北側から西側にかけてL字形に残っていた。しかも、北側周溝の東端が墳丘

の北側裾線に対し直角に止まっており、突出部または陸橋部の存在を示している。これが陸橋

部でないことは、先述したように地山上に若干ながら盛土が存在することと、突出部先端が周

溝より突出することで証明されている。しかも、北側周溝の突出部側の幅が広くなることは、

周溝が突出部に沿ったものであることを示している。北側周溝は、最大幅2.2m、最小幅0.6m、
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第97図 1号墳墳丘西側集石実測図(1/30)
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最大深さ0.3mの規模である。

西側周溝は、地形的に地山が高い位置にあたることから、幅広くて深く掘られている。西側

周溝は、北西側角から南西側角近くまでの、長さ9.3m、幅2.lm、深さ0.65mとなっているが、

2号墳丘墓と重複する中央部が最大幅 3mに達している。 2号墳丘墓との重複関係では、第94

図B.:_B,断面図で明らかなように、 2号墳丘墓東側周溝が 2号墳丘墓 1号棺墓城を切り、さ

らにその 2号墳丘墓東側周溝を 1号墳丘墓西側周溝が切って掘られており、 1号墳丘墓が最も

新しいことを示している。周溝内には、土器の細片が若干見られたが、図版＠一②のように中

層で貼石の基底部に使用した径30cm前後の河原石や、 2段目以上に積み上げた径20cm以下の河

原石が多量に散乱していた。また、周溝の南側底面に掘込まれた極小石蓋土壊墓があり、これ

を1号墳丘墓2号棺としている。

d 主体部（図版66・67、第98-101図）

1号墳丘墓の主体部は、墳丘の中央部に位置する木棺を中央主体部とし、その上層の墳頂で

確認された遺構を墳頂石組、西側周溝底面に掘込まれた極小石蓋土城墓を 2号棺とし、墳丘外

の北東側に存在する礫床土壊墓もここで取り扱うことにする。

墳頂石組（図版66、第98図）

この墳頂石組は、墳丘測量の時点からその存在がわかり、表土層から確認できていた。この

遺構は、第94図東西墳丘断面図 (B-B') に示したように中央主体部埋葬後に掘込まれてい

る。しかし、表土層に顔を出していた上層の礫群の検出時点では、その掘方の輪郭がつかめず、

上層の礫群を除去した後に現われた片岩と安山岩の板石組を確認した段階で初めて、長楕円形

の掘方らしきものが検出できた。この板石組も整然と組合せられたものでなく、立てられた 2

枚と、それに向かって倒れたように見える 3枚の板石、さらにその周辺に散乱する径10-20cm

の河原石で構成されている。石組に使用された板石は、径30_-50cm大のもので、埋葬遺構とす

れば小型箱式石棺墓であったとしても石材が不足することから、小型石蓋土壊墓であれば可能

性がある。倒れた板石の下面に赤色顔料が塗布されていることからも、石蓋土堀墓の可能性を

捨てきれないが、その下の土城に墓らしき痕跡が見当たらない。この石組の周辺では、土師器

細片が散乱していたが、石組をそれ以上新しくする遺物の発見はなかった。この遺構の南西側

1.2mのところで鉄斧（第85図48)が出土している。

中央主体部（図版67、第99・100図）

中央主体部は、第99図のように、墳丘盛土後に掘込まれた墓堀内に確認された。墓壊は、上

面が長径3.15m、幅1.8m、深さ0.9mの隅丸長方形に掘られ、床面が長径2.95m、最大幅
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第98図 1号墳丘墓墳項石組実測図(1/30)

1.65mの北東側が広く仕上げられている。墓城床面は、中央部と南西側小口部に若干のくぼみ

が見られるものの、特別に粘土や礫等が敷かれることもない。

墓城中央部には、墓堀内周辺部埋土と違った土層が確認され、木棺が内臓されていたことが

わかる。納められていた木棺は、床面で長さ2.2m、北東側小口幅0.85m、南西側小口幅

0. 72mの長方形で、壁面が直立していることから、箱形木棺であることがわかる。しかも、床

面に側板を埋立てる溝などがないところから、現地で組み立てる木棺でなく完全な箱形木棺で、

第99図横断面図に示されているように、高さ50cmであったこともわかる。ちなみに、この図で

見える上部の板石は墳頂石組であるが、木棺の腐食によって陥没した結果でこの位置にあるも

ので、石組遺構の掘方が不鮮なのもこのためである。
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第99図 1号墳丘中央主体部実測図(1/30)



2m 

第100図 1号墳丘墓中央主体部周辺土層断面図(1/30)

29.Sm南

1号墳丘墓中央主体部周辺

，士層名

,., 靡違記五
29.5m西

4 赤褐色粒・灰色粘土・

暗褐色混合

5 灰色粘土塊・暗褐色土

混合

6 黒色土

7 赤褐色土粒混入褐色土

8 赤褐色土粒混入暗褐色

土

9 焼土・暗褐色土混合

10 赤褐色粒・灰色土・暗

~11 悶::~暗褐色土混

合

12 褐色土

13 焼土・灰混入黒褐色土

14 炭粒混入暗褐色・褐色

土混合

15 赤褐色粘質土

16 灰色粘土

17 黄褐色・赤褐色粘質土

混合

18 淡褐色粘質土

19 炭粒混入褐色土

20 暗褐色土混入淡褐色粘

質土

木棺内床面には、第100図で枕状の段がわずかながら見られるが、これは墓城中央部のくぽ

みによるもので、作付の枕ではない。床面では、頭部と思われる北東側小口付近に赤色顔料が

集中しており、足部の一部にも赤味がかった土が検出されている。副葬品は、左側壁中央部で

鉄斧と鎚が発見されただけであった。鉄器は、鈍が刃部を頭部側に向け、鉄斧が刃を足元に向

けているが、この双方に布目痕跡があることから、布に密着して副葬されたようだが、維の布

目が綾織に見えることから、今後の分析の結果を待たなければならない。

2号棺（図版68、第101図）

2号棺は、西側周溝底に掘込まれた極小石蓋土城墓で、周溝内に意図して埋葬されている。

2号棺は墓城が完存しており、周溝の埋没後に掘込まれれば、墓城の深さが70cm以上となり不

自然であり、周溝掘削以前であれば、墓城内から突出している石が取り上げられているであろ

う。墓墟は、略長方形で、石蓋の範囲より多少広いだけであり、石蓋の板石も土壊内に落蓋状

に配置されている。石蓋は、径30-45cmの安山岩の板石 2枚を中心にし、その大きな間隙を径
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工

第102図 1号墳丘墓束側礫床土壊墓実測図(1/20)

20cm前後の同じ板石

2枚で塞ぎ、さらに

小さな間隙に径20cm

の河原石を配置して

いる。石蓋は、全体

が重くなったために、

下部の土城を圧迫し

た形となっている。

土堀は、隅丸長方

形を呈し、最大幅が

中央部よりやや北側

にあることと、北側

小口近くの床面に赤

色顔料が見られるこ

とから、北側が頭位

であろう。
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¥78Z 

Im 
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礫床土壊墓（第102図）

1号墳丘墓の北東側で発見された礫床土城墓は、床面の礫がかろうじて残っていたにすぎな

い。土壊は、北側小口に多少角があり、南側小口が丸造りとなることから、北枕と思われる。

土城の礫床は、土壊底よりやや浮いて、径 7cm以下の小石を敷き詰めていたらしいが、赤色顔

料や副葬品も発見されず、 C地区の36号墓とまったく同じである。

1号墳丘墓は、前方後方墳とすべき初期古墳であり、 1墳丘に 1主体部の形態を取りつつも

主体部に副葬品が少なかったことが、今後の研究課題として残るが、 D地区の 1号墳墓の舟形

木棺と同様に、この地域における古墳出現期の社会体制の一面を如実に現出しているものと思

われる。

② 2号墳丘墓（図版69-75、第103-109図、付図 2)

a 墳丘

2号墳丘墓は、 1号墳丘より前に存在していることが第付図 2B'-B"の土層断面によって

明らかであるが、 3号墳丘墓と区別できるかどうかが問題となる。第92図の地形測量図では、

明らかにこの地区に微高地を確認できるのであるが、調査の結果、 2号と 3号の中間に東西に

走る中世溝を検出しており、この溝によって墳丘が 2分された可能性も出てきた。しかし、 2

号墳丘墓とした墳丘は、 1号棺を囲むような 1号墳丘墓周溝より先に掘られた段築状の浅い弧

状溝を検出しており、ここで少量ながら 1号墳丘墓より古い古式土師器が出土している。この

段築状溝は、 1号棺・ 2号棺の墓墟を切って掘られ、その円弧が囲む中心点が 1号棺より西側

にあり、 1号棺と一対になる大型棺が存在するか、独立した 1号・ 2号棺より新しい主体部が

存在することになるが、時間的に近い時期に完全に重複しないと思われることから、 1号墳丘

墓より古くて、 3号墳丘墓より新しい 2号墳丘墓の存在は確実なところである。

b 周溝（図版69・70-1、第103・104図、付図 2)

前述したように、 2号墳丘墓にある 1号・ 2号棺を切って掘られた溝を、周溝とせずに段築

状としたのは、 1号・ 2号棺の後に掘られていることだけでなく、周溝であれば 1号-5号棺

に関係のないものとなり、初期古墳の重複を容認することになる。この弧状溝が実際に墳丘北

側で段築を示し、東側のみわずかなくぽみとなるにすぎず、 1号棺と一対または鼎立する中央

主要部分を意識した、墳丘の再整備や追葬時の墓前祭と考えたい。この段築からは、古式土師

器の複合口縁壷などの細片が出土している。したがって、この 2号墳丘墓は、 2段築成とし、

墳丘中央部の 2段目内を中心主体部が占拠し、墳丘周縁部にあたる 1段目に土城墓を配置した

ものと考え、墳丘の西側半分を失っていることになる。墳丘規模は、南北径約 9m、東西復原
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径約 8m以上、高さ約0.7mとなる。

c 主体部

1号棺（図版70-72、第105-107図）

1号棺は、 2号墳丘墓の中で中心主体部的な位置を占め、唯一の大型石棺墓である。

東 29.2m 西

＼
 

゜
2m 

第105図 2号墳丘墓 1号棺実測図①(1/30) 
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墓城は、隅丸方形でわずかに一辺が狭い梯形状を呈し、石棺がその対角線上に配置されてい

る。墳丘の保存が良いこともあって墓壊は完存しており、墓城掘削後の石棺掘削の関係が明瞭

に確認できた。すなわち、墓城は床面を水平な床面として完掘した後に、中央に石棺を構築す

るための掘方の上げ土（地山）によって火山の火口状に埋め戻されている。石棺の構築と埋葬

は、このままの状態で実行されたらしく、この斜面上に若干の赤色顔料の散布が確認できた。

墓城の西側縁に重複して、径30-40cmと径10-15cm大の河原石の集石を確認したが、墓城の

埋戻し直後のものであるらしく、掘方の輪郭がつかめない。遺構としての性格はつかめないが、

標石的な役割があるものと考えたい。

石棺は、安山岩の板石 4枚を使用し、頭部になる西側から大きい石材を利用して足元に向か

って小さくなる通例の方法で石蓋をしている。蓋石の間隙は、安山岩の小片や河原石で塞ぎ、

さらに灰白色粘土で蓋石の周囲・蓋石下まで密封している。蓋石は、下面全面に赤色顔料を塗

布している。

本体の箱式石棺は、平面形が腹部を最大幅とし、北西側小口を頭部、足部の南東側小口幅を

42cmとしている。石材は全て安山岩の板石を利用しており、両小口に各 1枚、両側壁に各4枚

を使用している。石材の大きさは、最大で長さ82cm、幅（高さ） 55cm、厚さ15cmのものが頭部

右側壁に使用されている。

石棺の床面は、同じく安山岩の板石大小 5枚が床石として利用されている。被葬者の胸部か

ら腹部に当たる部分に最大の床石が使用されているが、全体に粗い床石の敷方である。

石棺壁面の石材の間隙には、灰白色粘土を外側から詰めているが、大木の根によって多少石

材がずれていることもあって、粗い詰方となっている。棺内の全表面に赤色顔料が塗布されて

いる。また、棺内の頭部の左側に切先を西側に向けた刀子とガラス小王 1点、歯 2本が、胸部

の左側に鏡片とガラス小玉31点が副葬されているが、いずれも床石から浮いているのが気にな

る。床面には、赤色顔料が厚さ10cm前後詰められていたことから、被葬者の下にも厚さ 5cm前

後に顔料が敷かれていたと考えれば、歯も3.5cm程浮いている説明ができることになる。

石棺の掘方は、平面形が意図された石棺平面形に合わせ、長さ2.53m、最大幅1.37mの大き

さに掘られ、床面の内法を残してその周囲を石材を立てるために、石材に合わせた深さに掘り

＜ぽめている。しかし、石材を立てるくぼみは、比較的浅いものであり、床面も大きく厚い石

材の部分がそれなりに深くなっている。

2号棺（図版73、第108図）

2号棺は、 1号棺の南東側に隣接し、墓城上部を段築状周溝によって削られている木蓋土壊

墓である。墓堀は、最後に 1号墳丘墓周溝によって東側上部も削られているが、平面形として

は原形が窺える。墓城の平面形は、北東側が広くて角張り、南西側が丸造りとなり、中央の土
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城に合わせて頭部側を広く掘っている

ことになる。

土壊は、両小口が丸造り、最大幅を

肩部にもち、北東小口床面に低い削出

枕を付設している。土城壁面は、全面

が内傾して掘られているが、頭部が著

しく内湾したものとなっている。棺床

面には、赤色顔料が敷かれているが、

副葬品はなかった。内傾した壁面の保

存がよいことと、土堀足元周縁の粘土

目張りの存在、頭部中位に落下した径

20-45cm大の河原石の存在から、木蓋

土堀墓とした。

3号棺（図版74-1・2、第109図3)

3号棺は、 1号棺の南側にあり、祓

川右岸の崖面によって墓城の西側半分

を失った石蓋土城墓。東側に残ってい

る墓壊は、石蓋の周囲を一回り大きく

しただけの大きさの隅丸方形であるら

しい。

第107図
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2号墳丘墓 1号棺副葬品出土状態実測図(1/4)

蓋石は、 6枚の板石が使用されているが、南側から 2枚目と北端の 1枚に安山岩、他の 4枚

が片岩が利用され、その間隙の一部に河原の小石が使用されている。蓋石の下面全面に、赤色

顔料が塗布されている。

土壊は、両小口が隅丸造り、最大幅が異例なことに足部にあり、南小口床面に低い削出枕を

付設している。壁面は、足元以外が内傾して掘られ、下位と床面に赤色顔料が見られる。

4号棺（図版74-3、第109図4)

4号棺は、 3号棺の西側に重複して営まれた略式石棺墓である。 4号棺は、崖面によって墓

壊を完全に破壊されており、墓城の存在を考えると、

とになるが、現状ではその前後関係が不明。

3号棺との墓墟同志が完全に重複するこ

石棺は、現状で南側壁の片岩の板材が 1枚残っているだけであるが、北側壁にも石材の抜跡

があることと、荒らされた棺内残存部に細片となった石材があったことから、両側に板石を使
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第108図 2号墳丘墓 2号棺実測図(1/30)

用していたことが確実である。ところが、床面に削出枕が付設される東側小口には、石材を立

てる溝が掘られていないところから、略式石棺墓とした。棺内床面が完全に荒らされているが、

壁面石材の一部に赤色顔料が残っていることから、全面に赤色顔料があったものと考える。

5号棺（図版75、第110図）

1号棺の北東側にある石蓋土壊墓。墓城は、上部が削平されているが、南側に残っている部

分から判断しても大きなものでなく、蓋石より一回り大きいにすぎない。蓋石には、東側 2枚

目に安山岩を利用する以外の 3枚が片岩を使用している。蓋石の目張りには、河原石を利用し

ているが粘土の使用が見られない。蓋石の下面には、全面に赤色顔料を塗布している。

土城は、両小口が丸造りで、胸部に最大幅があり、壁面が外傾した掘り方となり、床面に枕

も赤色顔料も見られない。

③ 3号墳丘墓（図版76-86、第111-128図）
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2号墳丘墓 3・4号棺実測図(1/30)
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第110図 2号墳丘墓 5号棺実測図(1/30)

a
 

墳 丘

3号墳丘墓の墳丘は、 E地区の中で唯一明確に周溝などで区画されたものではなく、 2号墳

しかし、北側を 4号墳丘墓の

周溝によって新しく区画されることによって、先に営まれていた墳丘墓が明瞭に独立した存在

となったことがわかる。これより先に、墳丘が緩斜面となる東側裾で、第113図のように竪穴

丘墓で述べたごとく、 これとの区別が明瞭なものとはいえない。

住居跡の埋没後に掘られた長楕円形の溝状土壊があり、これが地山の傾斜変換線の墳丘裾部に

あたることから、周溝の一部とすることができる。墳丘西側は、祓川崖面によって大きく破壊

されていることから、墳丘の 3分の 1以上を失っている。墳丘南側は、 2号墳丘墓 1号棺を中

心主体部の 1つとした時に、 2号墳丘墓が独立すると考えるので、現状で中世溝で区画されて

いるものの、本来もこの付近に東側のような不明確な区画が存在したことになる。このように

3号墳丘墓で唯一の石棺である 1号棺を中心主体部とした一群の構成が可能になっ考えると、

てくる。
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第111図 3号墳丘墓遺構配置図(1/60)



k
 

29.5m K' 

鬱：号墳丘土層名 (3号棺）

/ I 黒褐色土混入褐色土

2 褐色土

3 褐色土混入黒褐色土

4 暗褐色土（やわらかい）

5 褐色土混入黒色土

6 暗褐色士（かたい）

L
 

7 赤褐色混入褐色土

8 暗褐色塊混入褐色土

9 赤褐色粒混入淡褐色土

10 褐色土混入黒掲色土

11 黒褐色混合土

m号墳丘墓墳丘土層名 (4号住）

1 表土

2 褐色土

3 茶褐色土

4 黒褐色土

5 黒色土

6 暗褐色土

7 赤褐色土粒混入暗褐色土

8 赤褐色士

9 炭粒混入褐色土

10 炭焼土混入黒褐色土

11 炭・灰層

3m 

29.5m N' 

M 

m号墳丘墓墳丘土層名 (5号棺）

1 表土

2 黒褐色土

3 暗褐色士

4 炭粒・赤褐粒混入暗褐色・褐色混合土

5 炭粒・赤褐粒混入暗褐色土

6 炭粒混入淡褐色土

7 褐色土混入黒褐色土

8 灰黄色粘土混入暗褐色土

9 黒褐色・赤褐色混合土

10 灰色粘土混入褐色土

11 褐色土（やわらかい）

12 褐色土（や>やわらか）

13 赤褐色・灰褐色・褐色土混合

29.5mM' 

m号墳丘墓墳丘士層名 (4号住）

9 炭粒混入褐色土

10 炭焼士混入黒掲色土

11 炭・灰層

m号墳丘墓墳丘土層名 (1号棺）

8 褐色・黒褐色混合土

9 赤褐色・淡褐色混合土

10 赤褐色粒混入褐色土

第112図 3号墳丘墓墳丘断面実測図(1/40)



゜
29.0m o・ 

゜
3号墳丘墓東側周溝土層名

1 暗褐色土混入掲色土

2 褐色土混入暗褐色土

3 暗褐色土

4 黒色土

5 炭粒混入暗褐色士

6 炭粒混入淡褐色土

7 炭粒・焼土混入黒褐色土

8 炭・灰

lm 9 黄褐色・赤褐色混合粘質土

第 113図 3号墳丘墓東側周溝土層断面実測図(1/40)

墳丘を第112図の断面図で見ると、現状の最高で30cm以上の盛土が確認され、いずれの墓も

盛土上面から掘込まれている。しかも、墳丘中央近くに位置すると考えられる 1号棺と保存の

よい小児用 5号棺などと床面レベルを比較した時に、 5号棺の方が低いところから、 1号棺が

さらに高い墳丘上から掘込まれていたと解釈できる。

墳丘規模は、盛土の範囲で南北径約 Sm、東西径約 7mであり、現状での埋葬遺構配置範囲

がそれより広い東西径10.2m、南北径10.3mとなる。この場合の墳丘は、 10号・ 1号・ 11号棺

を結ぶ線から北西側を大きく破壊されていることから、東西径が現状の最小でも 5割増の規模

の隅丸長方形を呈するものと考える。しかも、地山整形の基底部と盛土部分の範囲が不明確な

がら段築を形成することから、弥生墳丘墓における段築構成が今後問題になってくる。

b 主体部

1号棺（図版77-1、第114図）

1号棺は、墳丘西側崖面土取りで破壊された箱式石棺墓。墓城の一部が残存していたことか

ら、、方形墓城に対角線上に石棺を配置するものであることがわかった。

石棺は、蓋石の全部・両小ロ・側壁の一部を失っているが、形状・規模を復原することがで

きる。平面形は、胸部に最大幅をもち、南側小口に削出枕を付設し、足元幅を頭部幅より広い

40cmとしている。石材には、安山岩・片岩・花尚岩が利用され、内面に赤色顔料を塗布してい

る。床面も荒らされていたが、赤色顔料が敷かれ、副葬品として胸部と左足側壁部で各 1点の

鉄鏃が出土したが、原位置ではないだろう。

2号棺（図版77-2、78-1、第115図）

2号棺は、墳丘の北側にあり、墓壊の東西側一部撹乱によって破壊された石蓋土墟墓。墓壊

は菱形で、土城を対角線上に配置している。

蓋石は、東側頭部 1枚が安山岩で、他の 6枚が片岩を利用している。蓋石の下面全体に赤色

顔料を塗布している。若干の粘土目張りも残っている。蓋石の北側に接して壺 1個と、墓城南

端上面には器台 1個が供献されていた。

土城は、両小口が角張り、中央部に最大幅をもち、東側小口に削出枕を付設している。壁面
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第114図 3号墳丘墓 1号棺実測図(1/30)
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は、蓋石の陥没によって保存が悪いが、わずかに外傾しており、残った部分と床面に赤色顔料

が見られる。

3号棺（図版 9、78-2、79、第116-118図）

3号棺は、墳丘南側に位置する保存のよい石蓋甕棺墓。墳丘最上層から掘込まれた墓壊は、

平面形が角張った卵形を呈し、北東側の深さ約40cmのところに 1段の平坦部を形成し、次に西

3号墳丘墓 2号棺士層名

1 暗灰茶色粘質土

2 灰色粘質土（スミ片少）

3 灰褐色粘質土（スミ片多）

4 暗灰掲色粘質土

5 暗灰緑色粘質土

6 灰緑色粘質土、白色粘土混じり

（石蓋の上にのる粘土目張り状）

゜
2m 

第115図 3号墳丘墓 2号棺実測図(1/30)
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第116図 3号墳丘墓 3号棺実測図(1/20)
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第117図 3号墳丘墓 3号棺掘具痕・玉出土状態(1/10・1/2)

南側に向って階段状に下り、最後に墓墟西南壁に横穴を穿っている。横穴は、床面を舟底状に、

端部が丸造りで外に向って大きく開いている。このような甕棺墓壊は、北部九州の成人用甕棺

墓に通有の形態で、本格的な甕棺墓城である。墓城は、最大幅11cmの鋤で掘られたらしく、第

117図のように北東壁にその痕跡がある。墓城の規模は、竪穴上部長径2.lm、短径1.55m、最

深部1.15mで、さらに横穴を奥に0.45m、最下底面が墳丘上面から1.2mとなっている。

この墓城の横穴部に、大型複合口縁壺を底部を奥に挿入して安置している。この時大型壺は、

水平から口縁部を10度上に向け、口縁下に粘土を敷いて安定させている。壺の口縁には、幅

52cm、高さ40cm、厚さ17cmの花尚岩の板石を蓋として立て掛けている。この石蓋は、下に根石

を置いて安定させる一方で、壺口縁と蓋石の周縁を粘土で密封している。この密封が終ってか

らと思われるが、口縁外北側に、切先を棺奥に向けた刀子が棺外副葬されている。そして棺が

埋められ始めるが、埋土が石蓋の上縁近くになったところで、最大で14X30cm大の石 1個と10

個の小石が不規則に置かれている。この石は全て河原石で、このうち北側の大きい石を含めて

6個の全面に赤色顔料が塗布されている。棺内にも全面に赤色顔料が塗布され、底面に 3cmの

厚さに堆積しており、、この顔料の中にガラス小玉21個が散乱していた。この赤色顔料が塗布

された石の存在は、埋葬に伴う祭祀としておくしかないだろう。墓壊では、その外にも数個の

河原石が埋土中に含まれていた。

甕棺（図版105-3、第118図3)
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3号棺は、石蓋単棺であり、大型複合口縁壺が利用されている。口縁部は、立上りがわずか

に内傾して先端が急に外反する特徴をもつ。胴部は、楕円形に尖底をもつ。肩部と胴部中位の

最大径の位置に台形突帯を各 1本めぐらす。器面調整は、口縁の内外面がハケ目後ヨコナデ、

胴部内外面にハケ目であるが、外面下半にハケ目の前にケズリによって尖底としている。内面

全体に赤色顔料が塗布してある。大きさは、口径34.2cm、器高68.5cm、胴最大径53.6cm。甕棺

の時期は、弥生終末期の古段階に属する。

.4号棺（図版80、第119図）

4号棺は、墳丘の中央よりやや北側に位置する石蓋土城墓で、菱形墓城が完存していた。墓

城は、墳丘の最上層から掘込んでおり、土壊を対角線上に配置している。

t
 ゜

2m 

第120図 3号墳丘墓 5号棺実測図(1/30)
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第121図 3号墳丘墓 6・7号棺実測図(1/30)
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蓋石は、 4枚の片岩が使用され、粘土で目張りしている。足元に当る蓋石の南東端上面に壺

と鉢が供献されている。蓋石の下面全部に赤色顔料が塗布されている。

土渡は、両小口が丸造りで、頭部に最大幅をもち、北西側小口床面に低い削出枕を付設する。

土城壁面は、保存のよいところもあって垂直に近く立ち、赤色顔料も塗布されている。床面に

も全面に赤色顔料が 3cmほど堆積し、枕から18cmのところに歯、左側肩部に先を頭部に向けた

鉄鏃 1点が副葬されていた。

,/✓ / 

＼
 

゜
Im 

第122図 3号墳丘墓 8号棺実測図(1/20)

5号棺（図版81-2・ 

3、第120図）

5号棺は、一群の東

側の密集した中にあっ

て、 12号・ 13号棺と重

複し、いずれよりも古

く掘込まれた小型石蓋

土城墓。したがって、

墓城上面を破壊されて

いるが、墳丘上面から

深く掘込まれていたこ

とから、墓城の下半と

主体が完存していた。

29.5m 墓壊は隅丸方形で、対

角線上に土堀を安置し

ている。墓城壁は、垂

直に掘られた部分と割

合緩傾斜の部分がある。

石藍は、 3個の河原

石を使用し、丁寧に粘

土目張りされ、下面全

体に赤色顔料を塗布し

ている。

土城は、両小口が丸

造り、頭部に最大幅を

もち、西側小口床面に
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削出枕を付設している。壁面は、垂直に近い上方開きの掘り方となっている。床面全体に赤色

顔料があり、胸部付近のみ 5cmの厚さに盛上がっていた。

6号棺（図版82、第121図6)

6号棺は、一群の南東側にある小型石蓋土壊墓で、重複もなく墓墟も完存していた。墓城は、

不整形であるが一見すると対角線上に土壊を安置する形態をとっている。墓城壁は、割合上開

きになった部分が多い。

石蓋は、 4個の厚味のある河原石を使用し、間隙に河原石の小石を置き、周縁まで粘土で密

封している。蓋石の下面は、全面に赤色顔料を塗布している。

土堀は、両小口を丸造り、中央に最大幅をもち、北西側小口床面にわずかな段の枕らしきも

のがある。．壁面は、全体に内湾する掘り方となっているが、足元小口がとくに著しい。壁面の

保存はあまり良くないが、原状を保っている壁面と床面全体に赤色顔料が見られる。

7号棺（図版83、第121図7)

7号棺は、墳丘の南端にあって墓壊の南側を中世溝 (M1) によって破壊されている。墓墟

は、隅丸胴張方形で、壁面が上開きの傾斜をもち、規模として最小のものとなっている。

石蓋は、 3個の厚味のある河原石を使用し、小石と粘士で目張りしている。蓋石の下面は、

全面に赤色顔料を塗布している。

土城は、両小口が箱形の角造りで、中央部に最大幅をもち、西側を頭部とするが枕がない。

壁面の保存がよい下半部と床面全体に赤色顔料が見られる。

8号棺（図版84、第122図）

8号棺は、現状の一群の中央に位置し、 12号棺と重複しているが、 12号棺が平面的に検出で

きなかったことから明確さを欠くが、第112図の墳丘断面図でわかるように12号棺より新しい

小型甕棺墓。墓城は、不整楕円形を呈し、底面が割合平坦で、北西側角の壁に横穴を穿って下

甕を挿入している。したがって墓墟壁は、東側が緩傾斜で、西側が垂直に近いものとなってい

る。

甕棺は、下甕に複合口縁壺の頸部以上を打欠き、真横の水平に横穴に挿入し、上甕として鉢

形甕を縦に 2等分して一方を下甕の打欠いだ口縁を覆い、残った半分をさらに半分にして、上

甕と下甕の継目の上面を 2重に覆っている。さらに、その継目を粘土で密封する丁寧なものと

なっている。下甕の底部近くに内側から焼成後に穿孔されているが、下売を水平に埋置したこ

とから、排水孔としては役立っていない。棺内は、上甕も含めて全面に赤色顔料が塗布され、

棺底に 3cmの厚さで沈澱していた。
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~ 

3号墳丘墓 9号棺実測図(1/30)

甕棺（図版105-8、第118図 8)

8号棺は、上甕と下甕の双方の

口縁部を打欠いて合口にしている

が、上甕がさらに半割りして二重

にしていた。

上甕は、く字形口縁の鉢形甕で、

口縁の大半を打欠いている。胴部

は半球形を呈し、凸レンズ底も丸

底に近い。器面調整は、外面が粗

28.7m 

゜
Im 

第124図 3号墳丘墓10号棺実測図(1/20)

いタタキ後下半部をケズリ、全体

的に内外面にハケ目とナデを施す。

口縁下の台形突帯上面に、突帯に

平行して櫛目状ハケ目を施す。大

きさは、現口径35.5cm、現器高

28cm、胴最大径35.9cm。内面全体

に赤色顔料を塗布している。

下甕は、口縁部を打欠いている

が複合口縁壺と思われる。楕円形
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胴部中位に台形突帯 1本をめぐらすが、

肩部に突帯がない。胴部は、内外面ハ

ケ目調整であるが、外面下半をケズリ

によって丸くしている。大きさは、現

口径20cm、現器高43.2cm、胴最大径

37 .3cm、底径4.5cm。内面全体に赤色

顔料を塗布し、底部近くに焼成後に内

側から穿孔している。

8号棺の甕棺の時期は、弥生終末古

段階に属するものと考える。

9号棺（図版85-1、第123図）

一群の西端で検出されたものである

が、床面が急傾斜であることなどから、

埋葬遺構とはいえない土城。土城内の

北側壁近くで浮いて鉄鏃 1点が出土し

た。遺構としては、墳丘を区画する一

部であるかもしれない。

10号棺（図版85-2、第124・125図）

10号棺は、 1号棺の西側に隣接した

小型甕棺墓で、上半を破壊されている。

墓壊は、長方形を呈したと思われるが、

北側が撹乱で変形し、西側を失ってい

る。 3号・ 8号棺の例から、この甕棺

も深い竪穴と横穴からなる墓堀を持っ

ていたと思われるので、墳丘盛土の復

原にも役立ち、 1号棺を中心主体部と

する推論も可能になってくる。

゜
30cm 

第125図 3号墳丘墓10号棺実測図(1/6)

甕棺は、下甕に大型複合口縁壺の頸

部以上を打欠いて、墓壊に約12度の傾斜で安置し、上甕として日常小型甕の口縁を打欠いて覆

口式としている。下甕の下側にあたる胴部突帯の下に外面から穿った焼成後の穿孔がある。

甕棺東側の合口部に接して供献された小鉢 2点が置かれていた。
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甕 棺（図版106-10、第125図）

10号棺の甕棺は、上部がかなり破壊されていたが、埋葬が水平であったところから上下甕共

に復原できた。復原できた甕棺は、上下甕共口縁部を打欠く合口式であった。

上甕は、口縁を打欠いた日常煮沸用小型甕で、

は、外面にタタキの後にナデられるが、下半部がケズリ状のナデで終り、内面がハケ目である。

底部は、角がとれた平底である。外面に煤が付着している。大きさは、現口径18.6cm、現器高

口縁がく字形を呈する形式である。胴部調整

28.2cm、底径 5cm。

下甕は、口頸部を打欠いた大型複合口縁壺である。わずかに頸部が残っているところを見る

と、基部が直立していた可能性もある。胴部は楕円形で、上部と中位よりやや下に板目キザミ

台形突帯各 1本をめぐらす。器面調整は、外面下半をヘラケズリによって成形した後、全体の

内外面にハケ目を施す。底部は、 わずかに凸レンズ状を呈する平底である。大きさは、現口径

20.6cm、現器高50.3cm、胴最大径45cm。

10号棺の甕棺の時期は、弥生終末期に属する。
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11号棺（図版85-3、第126図）

11号棺は、墳丘の北端にあり、完全に撹乱されて原形をとどめていないが、荒らされている

ことから石蓋土城墓と考えられる。残っている墓城の一部から対角線上に土壊が配置されてい

たことがわかり、撹乱された土に赤色顔料が含まれていたことからも埋葬遺構とできる。

B-
B' 

13号棺

、3

~ 
5号棺墓壊

A' 

-
3
 

A
 

29.3m A'B  29.3m B' 

轟
[

c
 

29.3m C' 

／
 2m 

第127図 3号墳丘墓12号棺実測図(1/30)
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12号棺（第127図）

5号・ 8号・ 13号棺と重複し、平面形として検出できなかったことと、赤色顔料・粘土等が

出土しなかったことから埋葬遺構とする確証がない。最終的な点検で確認された遺構であるた

めに、大部分が調査で破壊された遺構となった。重複関係では、墳丘断面図から、甕棺墓の 8

号棺より古く、 5号・ 13号棺より新しい細長の土城である。これが墓であれば、細長い型式の

木棺を内蔵し、両側に同じような墓墟をもつことになる。

13号棺（図版86-1、第128図）

13号棺は、一群の東端にあり、 5号・ 12号棺と重複し、 5号棺より新しく、 12号棺より古く、

両棺の中間に埋置された箱形木棺墓。木棺墓は、上部を完全に削平されて基底部が残存してい

るにすぎないので、墓城の大半が失われているが、両側に余裕のない木棺と同じ細長いもので

あったらしい。
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木棺は、土城四周に掘込まれた溝と溝に残った安山岩板石片と、粘土床によって、箱形木棺

が復原できる。周溝の溝に立てられた小板石は、木棺材の外側に側板を安定させる目的で置か

れたものである。

棺内床面全体に灰色粘土があるが、この粘土は木棺上のものと、棺床に当初から敷かれてい

たものの両方があったらしいことが、断面図から判明している。現状では、 13号棺の周辺で盛

土が消えているが、 13号棺の浅さからいってもさらに50cm前後の盛土がなければならないこと

になり、墳丘復原の一助となる。

3号墳丘墓は、 E地区の墳丘墓の中で唯一 3基の甕棺墓をもち、その所属する時期が明確で

ある。しかも、甕棺の型式にも差があると同時に、重複関係からその甕棺墓より古い遺構があ

ることも確認された。このことからと地形的な位置関係からも、 D・E地区を合わせて最初に

営まれた墳丘墓である。なお、 2号・ 11号棺の間で撹乱された穴が検出されているが、ここに

も何らかの遺構があったらしく、赤色顔料と赤色顔料が塗布された土器片が出土している。

④ 4号墳丘墓（図版10、S(i....:.96、第129-144図）

4号墳丘墓は、 E地区の墳丘墓群では最も北側に位置し、 3号墳丘墓から意図して弧状周溝

を掘ることによって独立した墳丘を形成している。分布調査の時点から、 1号墳丘の次に有望

な墳丘墓として把握していたもので、墳頂に建設省の境界コンクリート杭があり、その横に盗

掘坑と河原石が散布し、標石の存在も予想できた。墳丘の西側の 3分の 1は、祓川岸の崖面で

失われており、ここにも大きなくぼみがあり、主体部の存在を思わせた。

調査は、墳丘形態を予想して墳頂を中心に略の東西・南北のトレンチを設定したが、当初か

ら存在が予想できた標石によって、中心部の遺構輪郭確認が困難であった。

a 墳丘

4号墳丘墓の墳丘は、丘陵頂より北側の緩斜面を選地し、地形的に高い南側に弧状周溝を掘

ることによって丘尾切断の形態で墳丘範囲を占有している。墳丘平面形は、弧状周溝が示すと

おり楕円形を呈し、北側から北東側の地山整形もこれに応じているところから、西側の 3分の

1が破壊されている以外の墳丘の保存がよいことがわかる。

墳丘の盛土は、墳頂を中心に南北約 8m、東西約 7mの範囲で確認できるが、墳丘の基底部

を地山整形によって形成するところから、現状で見ても 2段築成の墳丘立面形を呈する。

墳丘規模は、 1段目の地山整形部が南北の長径13.0m、現状の東西短径9.5m、2段目基底

部長径7.5m、現東西短径約 6m、盛土高さ0.7m、南側からの全高0.85m、北側からの全高

1.4mとなる。
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b 周溝（図版87-88、第129・135図）

4号墳丘墓の周溝は、前述したように丘尾切断の弧状周溝で、長さllm、最大幅1.lm、最

深0.6mの規模で残っている。周溝横断面形は、上部が開 <U字形を呈し、埋土の中層以上に

径40cm前後の河原石と、径20-30cmの河原石が転落している。これらの河原石は、地形的に高

い3号墳丘墓から転落したもので、周溝の南側寄りにあり、周溝上層から出土した器台片と 3

号墳丘墓 2号棺墓城上部で出土した器台片が同一個体に接合できたことからも証明されている。

周溝内からは、若干の土器片の他に、南側と南東側周溝中層から鉄維片が各 1点出土してお

り、これが同一個体と思われる。 3号墳丘墓の頂部に現代の祠跡があったことから墳頂が一部

削平されており、標石などの施設が一部にすぎなかったが、 4号墳丘墓周溝に転落した径40cm

前後の河原石群が 3号墳丘墓墳頂の何らかの施設に使用されていたことは確実である。

c 主体部

4号墳丘墓の主体部の調査は、先に示したトレンチ設定と同時に、墳頂と西側崖面の盗掘坑

を確認することから始め、墳頂直下を 1号棺、西側崖面を 2号棺とし、後は確認順に番号を付

けた。

1号棺（図版89、第131・132図）

1号棺は、現状の墳丘の墳頂下に位置するが、平面的な墳丘における位置からすれば、中心

よりやや北寄りに存在する箱式石棺墓である。墳頂にあった盗掘坑は、割合浅く止って蓋石ま

で到達せず、広さも墓城内の狭い範囲であったために、石棺と標石の一部も完存していた。

標石は、盗掘坑で原位置のものが少ないと思われるが、墓堀内上層に径20-45cm大の河原石

が9個確認できた。盗掘坑内で明らかに移動したものは除外したので、 10個以上の標石が存在

していたものと考える。

墓壊は不整菱形で、 4号棺墓城を一部切って掘られており、それより新しいことがわかる。

墓墟の南側が不規則で菱形にならないのは、 4号墳丘墓の盟主である 4号棺墓城を意識して避

けたことも考えられる。

石棺は、墓壊の対角線上に設置され、片岩を利用した板石 6枚が使用されている。蓋石の目

張りには、粘土が使用されず、河原石と片岩の小石を利用した雑なものとなっている。蓋石の

裏側には、全面に赤色顔料が塗布されている。

石棺本体は、両小口に各 1枚、北側壁に 6枚、南側壁に 5枚の片岩板石を使用、中央部に最

大幅をもたせて割合雑に組立ててある。床面には、東小口側に削出枕を付設して頭部とし、棺

中央部左側に刀子 1点を副葬している。壁面と床面の全面に赤色顔料を塗布している。壁面の
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第129図 4号墳丘墓遺構配置図(1/60)
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4号墳丘墓墳丘土層名

1 表土

2 褐色土

3 黒褐色土

4 黒褐色土混入褐色土

5 炭粒混入黒色土

6 炭粒混入黒褐色土

7 炭粒混入暗褐色士

8 赤褐色土混入淡褐色土

9 炭粒混入淡褐色土

10 炭粒・赤褐色士混入淡褐色土

11 炭粒・赤褐色・淡褐色混合土

12 灰掲色土

13 淡褐色混入赤褐色土

14 赤褐色粘質土

15 赤褐色粘質土地山塊

4号墳丘墓墳丘士層名

1 表土

2 淡買掲色土

3 炭粒・赤褐色・暗褐色混合土

4 炭粒・暗褐色粘質士

゜5 炭粒・灰混入暗褐色砂質土

6 炭粒・赤褐色粒混入淡掲色士

7 赤褐色土（やわらかい）

Sm 

R
 

29.2mR' 

第130図 4号墳丘墓墳丘断面実測図(1/40)

4号墳丘墓墳丘土層名

l 表土

2 淡褐色土

3 赤褐色混入暗掲色土

4 赤褐色バイラン土・暗褐色混合土

5 暗褐色土

6 暗褐色・黒褐色混合士（木根カクラン）
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第131図 4号墳丘墓 1号棺標石・蓋石実測図(1/30)
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石材は、頭部右側に長さ70cmで、この石棺最大の石材を使用しているが、これ以外が全て縦長

に立てて使用している。各石材間にわずかに粘土目張りが残っている。

石棺掘方は、床面範囲を残して溝状に掘込まれているが、深さや幅が各石材の大きさや厚さ

に応じたものとなっている。石棺掘方は、墓壊掘削終了後に掘込まれるのが当然であるが、そ

の際の土砂を墓堀外に全部搬出せずに、墓堀床面両側に置いて均している。

2号棺（図版90、第133図）

2号棺は、墳丘西側中央にある箱式石棺墓。墓城と石棺本体まで荒らされて、石材の大半を

失っている。墓堀の残存部から、平面形が菱形をし、北側を広く残して石棺を安置していたこ

とがわかる。さらに、墓城の深さは、墳丘中央部にありながら本墳丘内で最も深く掘られてい

るのも特徴となる。

石棺は、東側小口と南北側壁の各 1枚の石材が残るだけであるが、床面形や規模の復原が可

能である。幅が広い東小口に花岡岩の厚味のある石材を立てて頭部とし、両側壁に残る安山岩

板石片から、側壁に安山岩を利用し、その抜跡から頭部を最大幅、足元を最小幅の平面形とし

ている。棺内全面に赤色顔料が塗られ、蓋石裏面も塗られていたらしく墓堀床面にその痕跡が

ある。墓壊内には、数個の河原石があるところから、標石の存在も考えられる。

3号棺（図版91、第134・135図）

3号棺は、墳丘の北側にあり、 7号棺と重複して営まれる箱式石棺墓。 3号棺は、重複した

7号棺を含めて荒らされているために前後関係が不明であるが、 3号棺が後であれば 7号棺を

破壊することになるので、 7号棺が新しいと見るのが通例である。

墓壊は、平面形が菱形で対角線上に石棺を安置するもの。墓城内の大半が荒らされていたが

供献土器が残っていた。蓋石も完全に失っており、棺内も完全に荒らされていると思われたが、

後述する 4号棺同様に、棺内は頭部側半分が荒らされたにすぎなかった。

石棺は、両小口に各 1枚、北側壁に 5枚、南側壁に 4枚の片岩の板石を使用し、肩部を最大

幅にして足元が狭く組立てられている。棺内の石材の内側全面に赤色顔料が塗布されている。

床面は、幅の広い西側が頭位であるが、この西側半分が盗掘され床面が荒らされているために

枕が失われているが、両側壁を見ると枕の位置に赤色顔料が見られないことから、むしろ枕の

存在証明をしている。石材の間に粘土目張りがある。

棺内床面の荒らされていない足元側半分は、完全ではないが床面の保存がよく、左足側壁に

大型透孔付柳葉形鉄鏃2点が切先を足元に向けて、右腰部に鉄剣先が切先を頭部に向け浮いて

発見された。左足部の鉄鏃は原位置を保っているが、右腰の鉄剣が盗掘時に茎側を持上げたた

めに反転したものと思われ、切先の位置が原位置に近く、足元を向いていたと考える。
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］ 赤褐色粘質土

2 淡褐色・赤褐色混合土
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4 淡褐色土混入赤褐色土
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第132図 4号墳丘墓 1号棺実測図(1/30)
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第133図 4号墳丘墓 2号棺実測図(1/30)
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4号棺（図版10・92・93、第136-139図）

4号棺は、現状の墳頂部からやや南に位置するものの、実質的な墳丘中央部を占めて盟主的

存在の箱式石棺墓。墳丘断面図では、この付近の上層部に土層の乱れがあるのと、標石の存在

から墓壊の輪郭線の検出に時間を費した。結果は、第138図のように 4号棺の一部が盗掘によ

って荒らされているためであったが、墓壊が完存し、石棺の蓋石 1枚が移動して、棺内の頭部

のみが荒らされていた。この調査中に、表土層で鉄剣片 2点・大型鉄鏃 1点が出土し、蓋石近

くで赤色顔料混入土から細形管玉10点が出土した。

墓城は、 2つの角が隅丸の方形の平面形を呈する大型で、整美な形態をしている。墓城の対

角線上に石棺を安置し、この時点で石棺の両側面が広い空間として保たれることになるが、墓

壊掘削当初は平坦であった床面が、石棺掘方掘込みの上げ土によって厚さ10-20cmにわたって

床上げされている。この上面で赤色顔料が部分的に検出され、堅く締まっていることからこの

面が埋葬時の作業床面であることがわかる。墓城埋土上層には、残存した標石と思われる数個

の河原石があった。

石棺蓋石は、北東側から大きな順に 5枚の安山岩の板石が使用されているが、中央の 1枚だ

けが盗掘時に南側に移動していた。可能なかぎり原位置近くに復原したが、あと10cm程北側が

原位置と思われる。蓋石の目張りには、灰白色粘土で周縁を含めて密封し、小石が使用されて

いない。墓城南側の 2つの粘土塊は、盗掘時に蓋石と共に移動したものである可能性が強い。

蓋石の裏面の全面には、赤色顔料が塗布されている。

石棺は、両小口に各 1枚、北側壁に 3枚、南側壁に 4枚の安山岩板石を使用して、整然と組

立てられている。石棺床面内法は、長さ 1.85m、北東側頭部小口幅0.54m、最大幅（胸部）

0.55m、足元最小幅0.42m、深さ0.55mの大きさとなっている。石棺に使用された石材の大き

さは、頭部右側壁材が最大で、長さ83cm、高さ59cm、厚さ10cmで、 2番目に大きいのが、やは

り頭部の左側壁材である。その左側壁の内側にエ具痕と思われる 4本の彫みがある。石棺の組

立後には、石材間の間隙を内外両面から丁寧な粘土目張を行い、内面全体に赤色顔料を塗布し

ている。

床面には、北東側小口に削出枕を付設し、全面に赤色顔料を敷いているが、前述したように

枕上の頭部から胸部付近の赤色顔料が盗掘時にきれいに浚われている。しかし、盗掘されてい

るといえども床面は完存しており、まさに副葬品と赤色顔料が浚われた程度である。ところが、

棺中央部から足元に赤色顔料が完存しており、盗掘時に扱われた形跡がなかった。はたして、

棺中央部から細形管玉と極小勾玉が出土し、続いて素環頭刀子が切先を南に向けて副葬されて

いた。さらに足元小口壁から28cmのところに河原石を利用した石枕がやや左寄りに置かれてい

る。この石枕は、第139図のように長さ17.1cm、最大幅 8cm、厚さ3.8cmの大きさで、上面を水

- 154 -



28.9m 

，
 

2
8
.
9
m
 

゜

第134図 4号墳丘墓 3号棺実測図(1/30)



平に設置していることと、その横に完形鏡を副葬することから複数埋葬に伴う石枕とすること

ができる。

副葬された鏡は、直径13cmの完形の「位至三公」銘蝙蝠座内行花文鏡で、文様面を上にして

出土し、鏡の下と南側に人骨片も検出された。鏡は、布で包まれていたらしく、鉦の部分の土

を除去したところ、図版112-3のような布目圧痕が見られる。また、鏡の下の床面と文様面

の一部に他と違った鮮やかな朱色が残っている。

人骨は、石枕の南側と南西側、素環頭刀子の切先部でも検出されたがいずれも小片である。

石棺掘方は、石材が比較的薄いにもかかわらずに広目に掘込まれている。

墓壊を埋戻した後になるが、墓壊の両小口側角に小型隅丸土壊に伴って径10-35cmの河原石

s
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南， 28.Sm北

1 淡褐色土・褐色土混合

2 炭粒・赤褐色粒混入淡褐色土

3 淡褐色土赤褐色土混合

4 淡褐色土粒混入赤褐色粘質土

5 赤褐色混入灰色粘土

6 褐色土・黒褐色土混合

7 灰色粘土混入赤褐色土

8 赤掲色土（やわらかい）

゜
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第135図 4号墳丘墓周溝.3号棺土層断面実測図(1/30)
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の集石があり、後世のものとも思えない。同様なものは、 2号墳丘墓 1号棺や 4号墳丘墓の 1

号と 3号棺の間にもあり、墓城の位置を示す標石の一種と考えられる。

5号棺（図版94、第140-142図）

5号棺は、一群の南端に位置する箱式石棺墓であるが、蓋石の半分を失い、棺内全体を荒ら

されていた。墓壊は、長楕円形であるが、その中で石棺を対角線を意図して安置している。蓋

石は、西側の 3枚の片岩板石が残っているが、目張りに小石が利用される以外に粘土が使用さ

れていない。蓋石の裏面には、赤色顔料が塗布されている。

石棺は、両小口に各 1枚、両側壁に各 5枚の片岩板石を立並べ、間隙を外側から粘土で目張
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第138図 4号墳丘墓 4号棺墓壊土層断面実測図(1/30)
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第139図 4号墳丘墓 4号棺副葬品出土状態実測図(1/4)



りしている。棺内面には、部分的に赤色顔料が残っているが、当初は全面に塗布されていたも

のと考える。棺中央部が最大幅となる。

棺内床面は、完全に荒らされて原状を保っている部分がまったくなく、

る東側と胸部が深く掘られている。副葬品があったとも考えられる。

とくに頭部と思われ

-ご三
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140図 4号墳丘蓋 5号棺実測図①(1/30) 
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6号棺（図版95-1、第143図）

6号棺は、墳丘の南西側にある土城であるが、赤色顔料や粘土が検出されず、埋葬遺構とし

ての確証がない。形態としては、土城墓であることから番号を付したが、時期が違う可能性が

ある。

一
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第141図 4号墳丘墓 5号棺実測図②(1/30) 
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4号墳丘墓 5号棺墓壊土層名

1 灰黒色粘質土

2 黄褐色粘質土

3 灰褐色粘質土

4 白色粘土

5 淡灰緑色粘質土

6 褐色・赤褐色粘質混合土

7 炭粒・赤褐粒混入淡褐色粘

質土

灰緑色粘土混入淡褐色土

褐色・赤褐色粘質土混合土

撹乱

゜

2m 

第142図 4号墳丘墓 5号棺墓壊土層断面実測図(1/30)
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第143図 4号墳丘墓 6号棺実測図(1/30)、

4号丘墓 6号棺土層名

1 炭粒・赤褐色粒混入淡褐色土

（硬い）

炭粒・赤褐色粒混入淡褐色土

（やわらかい）

赤褐色・淡褐色混合土

灰黄褐色粘質土

赤褐色粘質士（地山）

3

4

5
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7号棺（図版95-2・3、第

144図）

7号棺は、墳丘の北端にあり重

複している 3号棺と共に荒らされ

ているので、新古関係が不明であ

るが、一般的に 7号棺が新しいと

考える。 7号棺は、本遺跡最小型

箱式石棺であることがこの墳丘墓

の特徴ともなる。石棺の北東側に

墓城らしきものが見えるのは、床

面が低いことから撹乱された時点

に掘られたものである。

第144図 4号墳丘墓 7号棺実測図(1/30) 石棺は、両小口に各 1枚、両側

壁に各 2枚の板石が使用された痕

跡があり、残っている小口材が片岩、側壁材が安山岩が利用されている。

棺内床面も完全に荒らされて枕など不明であるが、北西小口が広いことから頭部と考える。

4号墳丘墓を総括すると、第 1に主体部の配列が、墳丘の長軸方向に 5基が並び、棺の主軸

方向が東西側にほぼ一定していることに気付く。頭位方向は、 3号・ 7号棺のみが逆方向とな

るが、列から離れる 2号棺が他と同じ方向であることからも、埋葬方位が意識された可能性が

強い。

第 2に主体部の全部が箱式石棺墓であり、しかも小児用石棺墓は、この遺跡で唯一のもの。

1号棺以外の主体部が荒らされているのが残念であるが、副葬品保有の確率が高いものと考え

られる。盟主的存在の 4号棺は、足元に完形鏡を副葬するが当初の頭部が荒らされていること、

これと並列する 2号棺が最大規模で、最深部に埋置され 4号棺と双壁をなすと考えられること。

第3に、 4号棺の複数埋葬の可能性を今後検討しなければならないし、時期的にも古墳出現

前夜であり、次に築造された 1号墳丘墓との問題点も多い。

⑤ 5号墳丘墓（図版96・97、第145-147図）

5号墳丘墓は、分布調査の段階で墳丘が確認されなかったことから、試掘トレンチを設定し

たところ、河原石を含む周溝が確認されていた。実際に発掘調査を実施した段階でも、墳丘が

完全に削平され、中央部に弥生終末の竪穴住居跡がかろうじて床面を残していた。この竪穴住
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第145図 5号墳丘墓遺構配置図(1/60)



居跡の存在から、少なくとも地山面が50cm以上削平されていることがわかり、隣接する墳丘墓

の墳丘 1段目の地山整形の規模が大きかったことも証明している。

5号墳丘墓は、墳丘の地山面まで削平されているだけでなく、丘尾切断的な周溝の東側約 4

割以上を失っている。残された周溝から復原できる墳丘基底部の規模は、南北径約13m、東西

径約llmの大きさで、平面形が楕円形をしていたと思われる。

周溝は、現状で地山の高い南と西側から区画独立するためのように掘削されているが、墳丘

中央部が現状より 50cm以上高いとすると、溝として全周していた可能性がある。周溝横断面形

は、第147図でわかるように、墳丘側がなだらかで、外側が急傾斜になっている。周溝内には、

／
 

／ 

‘ ヽ

28.3m 

e£"Bl 

1.5 m 

第146図 5号墳丘墓周溝内遺構実測図(1/30)
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28.3m V' 

Y-Y'土層名

1 淡褐色土

2 暗淡褐色土

3 暗褐色土

4 黒褐色土

5 黒色土

6 赤褐色粒混入黄褐色粘質土

7 黄褐色粘質士

冒
'1/-V-V'•W-W' 土層名

1 暗褐色土

2 炭粧混入暗褐色士

3 淡褐色土

4 赤褐色粒混入淡褐色土

5 黒褐色土

X-X'土層名

1 黒色土混入淡褐色土

2 淡褐色・黒褐色混合

3 黒色土

4 赤褐色土混入淡褐色粘質士

5 淡褐色土混入赤褐色粘質土

Z-Z'土層名

1 黒褐色土

2 暗褐色土

3 赤褐色粒混入黄褐色粘質土

1.5 m 

第147図 5号墳丘墓周溝土層断面実測図(1/30)

北西側で径10-20cm大の河原石が多く、土器も底面から若干出土している。また、周溝が最も

広くなっている南西角が急にくぼむ部分があり、この埋土中層に径20-50cm大の河原石が集中

しているが、その他に出土品などもなかった（第146図）。

(2) 遺物

① 土器

n 1号墳丘墓（古墳）出土土器

1号墳丘墓は、北側に突出部をもつ前方後方墳であるが、墳丘がかなり破壊されているとこ

ろから、供献品としてまとまって出土するのではなく、墳丘と周溝に散乱して出土した。

第148図 1-4は、主体部墓墟内及び木棺内に混入していた土器破片である。 1は、直立す

る口縁外面に櫛描平行沈線文を施した甕細片。 2は甕口縁と思われるが摩滅し、時期等不明。

3は、丸底の甕底部で、外面にタタキ痕と煤が付着し、内面が工具によってケズリ状にナデて

いる。 4は、短脚の古式土師器高杯脚部で、外面が摩滅しているがナデらしき調整、内面が指
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先によるヨコナデが残る。脚部を杯部に挿入したらしく、剥離面が上端側面に残っている。

5-7は、墳丘の北斜面から出土した破片である。 5; 6は甕胴部破片で、外面に割合細い

ハケ目、下端をケズリ後、ハケ目又はナデている。内面はヨコ方向のケズリであるが器壁が割

合厚い。同一個体の可能性がある。 7は、碗形土器と思われるが、大きい割に手捏的粗製の調

整となっている。

8・10-14は、墳丘の北東斜面と盛土中から出土した。 8は、主体部墓城内と北東斜面から

出土した破片が接合できたもので、 9・16の肩部と同一個体の可能性がある複合口縁壺。口縁

部が外反した下半部に直線的な口唇をのせ、頸部が末広がりとなる特徴をもつ。器面調整は、

口縁部内外面共にヨコナデ、頸部内外面がハケ目仕上げとなっている。 10は、 5・6と同一個

体と思われる甕胴部で、調整も同じ。 11・12は墳丘盛土中から出土した混入品で、 11が弥生後

期甕、 12が弥生中期長頸壺であろう。 13は北東斜面出土であるが、平底に近い底部であること

から弥生後期後半の甕が混入したものであろう。 14は、直径が30cmと大きく、外反も強いこと

から弥生終末の高杯の破片の可能性がある。

9・15-17は、墳丘東斜面から出土した破片。 9・16は同一個体の可能性のある複合口縁壺

の肩部で、キザミ目を施す三角形突帯をめぐらす。器面調整は、外面がハケ目のち一部ミガキ、

胴部内面をヘラケズリしている。 15の口縁部は、端部の処理が丁寧であることから広口壺であ

る可能性もあり、時期が古くて特定できない。おそらく、墳丘築造時の混入品であろう。 17は

盛土中の出土で、直口壺または小型甕の口縁部で、ハケ目調整などから弥生終末前後の時期の

ものであろう。 ． 

18-31の土器片は、墳丘南東側盛土中出土品で、墳丘築造時、またはそれ以前の時期のもの

である。 18は複合口縁壺の口縁部で、外反部と立上がり部の接合部が明瞭に観察できる。器面

調整は、内外面共にヨコナデ仕上げであるが、外面にヘラ描文状のエ具痕が見られる。時期は、

弥生終末であろう。 19の口縁部は、どちらかといえば、傾斜角などから壺の可能性があるが、

壺としても器形が不明であり、時期も特定できない。 20の甕口縁部は、傾斜角やハケ目調整な

どから弥生終末に特定できる。 21-27も甕口縁部であるが、これも弥生終末またはそれよりや

や古いものであろう。 28の甕口縁部は、胴部の傾斜と屈曲具合から弥生前期末に属するものが

混入したのであろう。 29の甕肩部片は、外面にタタキの後にハケ目、内面がエ具によるケズリ

状のナデ調整され、口縁の屈曲が鋭いらしいところから弥生終末より古墳前期とされよう。 30

の甕底部は、弥生後期後半の底部の特徴をもっところから混入品であろう。 31の丸底は、肉厚

であることから甕底部と思われ、外面がハケ目、内面にケズリ状指ナデ調整であるところから、

弥生終末前後の時期である。

32-34は墳丘南側出土土器片で、 32が甕口縁、 33・34が甕胴部であるが、 32・33が時期不明、

34が5・6・10と同一個体と思われる古墳前期であろう。
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35・36は墳丘南西側出土土器片で、 35の甕底部が外面にハケ工具によるケズリ、内面にハケ

目後ナデ、底面に様・藁状圧痕があり、弥生終末。 36の複合口縁壺は、立上がりが外方にかな

り傾斜することから、弥生終末から古墳前期の幅で考えられる。

37-43は、墳丘の北または北西周溝内出土土器で、大半が小片であることから、 1号墳丘墓

に直接関連するものも少ない。 37の壺は、口縁部を欠損しているが、複合口縁の可能性が強く、

形態から弥生終末から古墳前期と思われ、 1号墳丘墓に関連するものであろう。器面調整は、

内外面共にハケ目後ナデで、内面に粘土継目が明瞭に残っている。 38-40は甕口縁で弥生終末

前後と思われる。 41は甕底部で、底面に布目圧痕後ナデており、弥生後期後半の時期の混入品。

42は、弥生終末前後の高杯脚部片。 43は、上部一方に取手を付設する支脚で、上面に円孔を穿

つ弥生終末前後の時期のもの。

44-50は墳丘西側周溝内出土土器で、 50以外が混入品と思われる。 44-47は甕口縁、 48・49

が高杯口縁と脚部で、いずれも弥生終末前後の時期。 50は、周溝の 2号墳丘墓側で出土してい

るところから、そちらに関連する可能性もある小型台付鉢で、器面調整が指圧痕や爪痕が残り、

手捏的仕上のままである。

51は、墳丘西側裾部に並ぶ貼石の掘方内から出土した弥生終末の西新町式高杯の破片である

が、器面調整にヘラミガキが見られないところから、若干新しい様相かもしれない。

52は、墳丘突出部東側の撹乱された地区から出土した、弥生後期後半の甕底部片。

0 2号墳丘墓出土土器

2号墳丘墓は、西側墳丘を半分近く失なっているが、墳丘上面の保存が割合に良かったらし

く、 1号棺を中心とした段築状墳丘成形があり、この付近で墳丘上祭祀に伴なったと思われる

土器が細片ながら検出できた。

第150図 1-3は、墳丘北東斜面から東周溝から出土した土器片。 1の複合口縁壺は、細片

となっていたところから図上復原したもので、器肉が薄く、口頸部内外面と胴部外面に丁寧で

細かなヨコヘラミガキ調整を施している。胴部内面は、上端に指圧痕、下半をケズリ、中位に

粘土継目が明瞭に残る。器形の特徴は、上開きの頸部で、口縁と頸部が明瞭に段をもち、球形

胴も下端の具合がわずかに扁球ぎみであるところから、庄内古式であることを示している。 2

は、坑形手捏土器の細片である。 3は、東周溝から出土した口縁片側に挟りのある器台片であ

るが、器台にしては器面調整がナデ仕上げされ丁寧である。

4は、 1号棺墓壊内南側から出土した弥生前期末甕で、混入品である。 5は、 2号棺内に混

入していた甕口縁細片で、 2号棺に直接関係ないだろう。
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p 3号墳丘墓出土土器

3号墳丘墓の墳頂部には、現代に建立されたと思われる祠堂の敷石が残っていたところから、

墳丘頂部が削平されており、墳丘上では土器が出土しなかった。しかし、墳丘東側裾に周溝の

一部と考えられる長楕円形のくぽみから器形が復原できない土器細片が出土している。

6-9は、撹乱された 1号棺内出土の高杯片である。 6は、高杯とした場合が時期が新しく

なるかもしれない。 7-9は、同一個体と思われる杯部が深い高杯。全体に摩滅しているが、

部分的にハケ目とミガキ調整が残っている。

10は、 2号棺外に供献された直口壺。直立に近い口縁と扁球形の胴部からなり、全体にハケ

目調整されるが、胴部外面下半がケズリによって丸底にされたままとなっている。大きさは、

口径11.9-12.9cm、器高12.95cm、胴最大径16cm。11は、 2号棺墓城内最上層出土破片と 4号

墳丘墓周溝南側上層から出土した破片が接合できたもので、本来が墳丘上にあった器台と理解

する。この器台も口縁片側に挟りをもつ形式で、器面は粗いハケ目調整となっている。底径は

16.5cmの大きさ。 2号棺の供献土器は、弥生終末。

12は、 2号棺と11号棺の間に存在する撹乱土壊内から赤色顔料と共に出土した底部片で、内

外面全体に赤色顔料が付着している。内面は粗いケズリであるが、外面が割合丁寧にナデられ

ていることから壺の底部である可能性がある。

13-17は、 4号棺墓壊内から出土した土器で、 13・14が供献土器。 13は、割合大型の直口壺

で、器面調整が口縁内側にヨコナデ、外面にタテハケ目、胴部外面上半にハケ目後の部分的な

ナデとミガキ、下半部がケズリで丸底とした後のナデと部分的ミガキとなっている。大きさは、

口径9.6cm、器高15.6cm、胴最大径15.9cm。14は、凸レンズ状を呈する平底の鉢で、口縁内外

面をヨコナデ、胴部外面上半をタタキ後にナデ、下半をケズリ後ナデ、内面をナデ調整してい

る。底部はケズリのままにしている。大きさは、口径11.5cm、器高7.4cm。16-18は混入品で、

15・1? が甕口縁、 17が縄文土器底部である。 13・14の時期は、弥生終末のうちでも古段階に属

するものであろう。

18・19は、 10号棺の甕棺墓の供献土器。 18は、直口壺に近い鉢といえるもので、口縁が大き

く開き壺の形態を失なっている。器面調整は、内外面共にハケ目の後にヘラミガキを施してい

る。大きさは、口径9.6cm、器高6.3cm。19は、手捏的な鉢で、内外面に指ナデ痕が見られ、底

部も未調整のままで不安定。大きさは、口径8.6cm、器高6.9cm。18・19の時期は、弥生終末。

20は、 13号棺内に混入していた高杯片であるが形態や時期が不明確。

21は、墳丘東裾の不整形土城とした＜ぽみから出土した中型鉢。全体に摩滅しているところ

から調整や時期も不明。
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q 4号墳丘墓出土土器

4号墳丘墓は、いくつかの墓壊の上に標石が残るなど、割合に墳丘の原状を残していたが、

墳丘自体では北東斜面に散乱していた土器群だけであった。この墳丘北東斜面に散乱していた

土器群は、赤色顔料を伴なった壺 3固体が主であったが、これは祭祀土壊が後世に撹乱された

ものとの区別がつきにくいところもある。

第151図 1は鉢で、 1号棺の棺内・棺外・墳丘北東土器群から出土した破片が接合できた。

1号棺は未盗掘であったところから、埋葬時に破壊されて分散したと考える。この鉢は、凸レ

ンズ状底部と内外面をナデとミガキで割合丁寧に調整されていることから弥生終末古段階に属

するものと考える。鉢の内外面全体に赤色顔料が付着しており、大きさは、口径13.8cm、器高

6.3cm。

2-9は、 3号棺の棺内・墓墟内から出土したものであるが、棺内と墓城内の大半が撹乱さ

れているので供献土器ではなく、墳丘下で破壊されている竪穴住居跡の土器が混入した可能性

が強い。 2-4は弥生終末の甕片である。 5は、台付鉢であるが、口縁部がわずかに外反して

いる。内面は摩滅し、外面上半が煤付着、下半がケズリ後ナデ調整している。これも弥生終末。

6-9は、高杯の 6・7が杯部、 8・9が脚部である。脚部が割合長いので終末古段階を含む

可能性もあるが、杯の外反が長いことから弥生終末新段階も含んでいる。

10-15は、 4号棺の棺内・墓城・集石から出土した土器細片。 ioは直口壺、 11-15が甕口縁

部であるが、 4号棺も撹乱されている部分があり、土器も細片であるところから関連不明。 11

のみは、 4号棺西側集石遺構から出土した弥生後期初頭の甕口縁で、外面に煤が付着している。

16-18は、完全に撹乱された 5号棺から出土した土器片。 16は複合口縁壺、 17・18は甕のロ

縁と底部。いずれも弥生終末頃のもの。

19は東南側周溝から出土した甕、 20が東側周溝から出土した器台で、いずれも弥生終末古段

階に属する。 21は墳丘盛土出土の支脚で、これも住居跡に属する可能性があり、弥生終末古段

階か。

22-26は、墳丘の北東から東側の斜面から出土した土器群のうち小型のものである。 22は高

杯の脚裾部と思われる。 23・24は小型甕で、 23が胴下半部ほど肉厚になる。いずれも胴下半部

外面をケズリ、内面をヘラ状工具でケズリ状にナデている。 23の大きさは、口径11.2cm、器高

13.3cm、胴最大径13.6cm。25は碗形高杯で、杯部内外面を粗いハケ目の後に一部ミガキ、脚柱

状部をタテにケズリ状にナデている。杯部口径は、 14.3cmの大きさ。 26は小型鉢で、内外面に

ハケ目、外面底部付近がケズリのままとなっている。墳丘北東側斜面出土のこれらの土器群は、

いずれも弥生終末に属する。

27は、墳丘東斜面に散乱していた破片を復原したが、胴部中位が直接接合できなかったので

図上復原した。胴部の大きさに対して口縁部全体の比重が大きい複合口縁壺で、わずかに区別
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できる頸部と卵形の胴部が特徴。口縁部の立上りが外に湾曲し、頸が下広がりを示す特徴は、

この遺跡出土の複合口縁壺で唯一の例。器面調整は、口縁内外がハケ目後ヨコナデ、頸部・胴

部の内外面にハケ目であるが、胴部外面の下半が摩滅のため不鮮明なれどケズリ後ナデられた

ものと思われる。内面全体と口縁外面には、強固に赤色顔料が付着している。大きさは、口径

28cm、頸部径17cm、器高40.6cm、胴部最大径32cm。時期は、弥生終末新段階から古墳初期にか
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かると考える。

28・29は、墳丘の東側から北東側斜面と撹乱穴に散乱していた破片で、わずかな違いながら

2個体分の複合口縁壺である。 28・29の口縁部は、直立に立上がり、屈曲部にわずかな違いが

見られる。肩部の台形キザミ目突帯もわずかな違いが見られ、内面に赤色顔料が付着している。

29の胴部突帯は、胴部下半に位置し、粗いキザミのある底台形突帯となっている。内面に赤色

顔料が付着している。 28・29の複合口縁壺の時期は、弥生終末期に属する。

r 5号墳丘墓出土土器

5号墳丘墓は、墳丘が完全に削平されて主体部が残っていなかったことから、出土した土器

が周溝内に限定される。

第153図1-11は、西側周溝から出土した。 1は複合口縁壺、 2-8が甕、 9が壺底部の可

能性、 10が高杯、 11が器台である。これらのうち 4だけが周溝底から出土した大きな破片で、

5号墳丘墓に伴うと考える。 4は、口縁

と底部を欠損するので時期の特定が困難 ｀`` 

であるが、胴部内面の上位と下位にヘラ

ケズリが見られることから土師器に属す

ると考える。胴部外面に煤が付着してい

る。他の破片は、弥生終末古段階に属す

る。

12・13は、南西側周溝から出土した甕

口縁部。いずれも粗いハケ目調整となっ

ており、弥生終末であろう。

14-23は、南側周溝から出土した14-

21が甕、 22・23が高杯である。 14が直立

する厚味のある口縁と胴部内面のケズリ

らしさから土師器と考えられるが、他が

弥生終末の新古を含んでいる。

② 銅鏡

a 凹帯縁方格規矩鏡（図版12-1・2、

112-1、第154図）

2号墳丘墓 1号棺内床面から浮いて出

゜
5cm 

第154図 1号棺出土凹帯縁方格規矩鏡実測図(1/1)
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土した鏡片は、凹帯縁方格規矩鏡で、復原径約10cmの鉦を含む 4分の 1強の破鏡である。鏡片

全体が錆と赤色顔料に覆われているため、文様構成の観察に困難をきたしたが、やっと方格規

矩文の小型鏡であることが判明した。

鏡の文様構成は、円座鉦に直接複線方格 ・T形文.L形文 ・V形文を内区に配置しているが、

乳がなく、獣文も存在することは確実なれど特定できない。しかも、 L形 ・V形も一部が確認

できるだけで、 L形の向きが不明である。その外側は、銘帯がなく直接櫛歯文帯となっている。

鏡縁は、厚味のある凹帯縁で、凹帯の中に山形文らしき文様がある。

鏡の法量は、鉦径約13.5mm、鉦部厚さ8.9mm、縁幅16.6mm、縁厚さ3.6mm、内区地厚さ2.3mm

である。

鏡片は、破面を含めて全体に著しく「手ずれ」によって摩滅し、文様の突線がほとんど失わ

れ、鏡縁の両角や破面が著しく丸くなっている。とくに、この文様の不鮮明さが「湯冷え」現

象でないことは、櫛歯文の上面が著しく平坦に摩滅し、鏡縁に接する部分を残すだけとなって

いることが証明している。紐孔の周囲も著しく摩滅して丸味をおびている。

鏡は、凹帯縁であることから、前漢末の方格規矩鏡である。

b 「長宜孫子」銘内行花文鏡（図版12-2、112-2、第155図）

4号墳丘墓4号棺の足元の石枕横から出土した鏡は、鉦座銘「長宜孫子」内行花文鏡で、直

径13cmの完形鏡である。

鏡の文様構成は、中央に円紐、蝙蝠文座、鉦座弁間に「長宜孫子」の銘文がある。ここで、

銘文の配置に特徴があり、通例であると銘文の配置が鉦を中心に右回り、左回り、対角線のい

ずれかに「長宜子孫」銘が配置されるが、本例は右回りに「長宜孫子」と配置されている。銘

文の字形は、少し角張り、「子」や「孫」字の「口」部が方形となり、「長」・「宜」 ・「孫」

の字画の左側の一画のみ外反りの刀形に誇張されている。また、「子」の横画が下に曲り、

「孫」の子偏の横画が横直線である。

鉦座の外回りに圏帯があって、連弧文帯となり、連弧間に銘文と円文を配置している。連弧

文は 8弧で、銘文は「位至□肉」とあり、銘文と円文の組合せとなっている。その外周が割

合広い凹帯となって鏡縁に続く。鏡縁は素文で、内側の厚さ2.0mm、外側の厚さ2.7mmで若干厚

さに違いがあり、鏡面との角度が著しい鋭角となっている。各部の法量は、紐径20.7mm、鉦部

厚9.5mm、鉦孔幅5.5mm、紐孔高4.3mm、鏡縁下場幅14.8mm、花文幅13.3mm、圏帯部・花文部厚

1.6mm、凹帯部厚1.3mmとなっている。

鏡は、表面の約半分が錆に覆われているが、表面の保存のよいところもあり、鋳造後の研摩

の痕跡も観察できる。まず、鉦座の蝙蝠文の上面に鉦を中心とした同心円状に研摩痕がかすか

に見え、鏡面と鏡縁のなす角度が鋭角であることから、面取り研摩がなされたらしく、その研
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摩痕がわずかに観察できる。

文様面全体を見ると、文様上面端の角が若干丸味をもっており、使用度に応じた摩滅の「手

ずれ」が観察できる。錆のない部分で見るかぎりは、「湯冷え」を観察することができないが、

連弧文間の「至」銘の字画端が明瞭でないことと、その横の圏帯も角が取れており、「型くず

れ」または局部的な摩滅であろう。

鏡は、両面全体に赤色顔料が付着していたが、一方の両面に朱らしき鮮やかな色が残ってい

る部分があり、これは現地でも鏡の部分に集中していることが判明している。なお、鏡に直接

錆付いて残っていなかったが、図版112-3のように、紐部分の土に布目圧痕があることから、

布で覆われていたと考える。

③ 玉類（図版14-3、15-1、第156図、表11)

E地区では、 2号墳丘墓 1号棺、 3号墳丘墓 3号棺、 4号墳丘墓 4号棺から玉類が出土して

いる。ここでも玉類は小型で、 2号・ 3号墳丘墓でガラス小玉、 4号墳丘墓で極小勾玉と細形

管玉となっていることから、第156図に示すのは勾玉と管玉の一部で、出土品全部を表11の一

覧表に計測値と特徴を示した。

a 2号墳丘墓 1号棺出土玉（図版14-3、表11)

ここでは、コバルトブルーのガラス小玉に限定され、出土した32点のうち D類が3点、 E類

が1点で、その他がC類となり、これもほぼ統一されている。ただ、コバルトブルーの中にも

12点が濃紫色で紺色との間に違いがある。

ガラス小玉は、これも引伸法で作られているが、孔面両側がE類も含めて全て研摩され平坦

面をなし、片面のみわずかな研摩しかないものもある。全体的に玉表面に摩滅らしき傷みが見

られる。

傷ー喜

＇ 
> • 月

b 3号墳丘墓 3号

棺出土玉（図版14-

10  7◎ 10⑥ 12◎ 17◎ 19◎ 21 ◎ 3、表11)

ここでもコバルト

日 且
I ,, 
i' ブル一色のガラス小1I 1 
,I : :, ， ,: ,I , 
I 玉であるが、総数21

゜
3cm 

23⑨ 29◎ 26◎ 30◎ 点のうち 3点が紫色、

3-4点にうす紺色
第156図 4号墳丘墓4号棺出土玉類実測図(1/1)
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が混入している。形態の分類としては、 C類であるが、 1点のみ孔側小口全体を平坦に研摩し

て管玉状を呈するものがある。製作法は、明らかに無数の白色スジがあるものもあり引伸法が

確実で、全体が両面を研摩しているが、使用による摩滅と区別できないものもある。全体に表

面が傷んでいる。

C 4号墳丘墓 4号棺玉類（図版15-1、第156図、表11)

4号棺床面中央部から勾玉 1点と管玉19点が出土し、盗掘時の棺外の排土中から管玉10点が

発見された。

第156図 1は、極小勾玉で、淡緑色半透明の軟玉製と思われる。形態は、両面に平坦面、上

下が薄く、中央に厚味がある。背が丸造りで内側を小さく穿る。孔は、片面穿孔である。

2以下の管玉は、総てグリーンタフ製の細形管玉で、最長10.6mm、最大径3.1mmの大きさ。

大きさで最小値は、長さで5.2mm、径で2.2mmとなり、いかに細く小さいかがわかり、あえて小

型管玉の下の細形管玉とした。穿孔は、両側穿孔である。色は、一部に鉄銹で変色しているも

のもあるが、統一した白緑色である。

R 鉄器（図版113・118-120、第81・85・157図、表12)

第85図47・48は、 1号墳丘墓出土の袋状鉄斧で、 47が主体部木棺内、 48が墳丘から発見され

た。 47は、最大幅が袋基部にあり、刃先が最小幅となり、一部で片刃状研ぎとなっている。 47

の裏面と側面全体に布目が付着している。 48は、最大幅が刃先にあり、刃部が短かくなってい

る。

49は、 1号墳丘墓主体部木棺内で鉄斧と伴出した維で、身部が断面矩形を呈する。刃部に最

大幅があって、身尻が最小幅となる。刃部は反りをもち、上面中央に鏑があって、横断面形が

V字形を呈する。また、身部全体が上面から見るとゆる＜湾曲しているのは、使用時の力方向

が一定しているためであろうか。なお、刃部上面半分に皮状付着物、身部両面に細目綾織状布

目が付着しているが、布目は身部に巻いたものではないようで、伴出した鉄斧の布目とも違っ

ている。

50は、 2号墳丘墓 1号棺内から出土した刀子で、鹿角製柄を装着している。最大幅が関部に

あり、身が著しく研減りして細くなっている。茎は柄が残存していることから形状不明である

が、柄は長径1.5cm、短径約1.2cmの楕円形を呈する。

第157図51・52は、 3号墳丘墓の荒らされた 1号棺内出土柳葉形と圭頭形鉄鏃。 51は、最大

幅が鏃身先側にあり、関幅1.15cm、鏃身長4.6cmで、茎に矢柄が残存するが、全体に銹に覆わ

れている。 52は、平面形では椿葉形と区別がつきにくいが、刃部が最大幅の角張る部分までで
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ある。矢柄に桜皮巻きがあるが、全体に銹が著しい。

53は、 3号墳丘墓の 3号棺外から出土した刀子で、木製柄らしきものを装着している。最大

幅が関部にあり、背が内反りで、研減りによって身が細い。茎は、柄によって形状が不明であ

るが茎尻が尖がっている。柄は、長径約1.0cm、短径0.85cmの楕円形を呈する。

54は、 3号墳丘墓 4号棺から出土した大型透孔付圭頭形鏃で、これも椿葉形との区別がつき

にくい。透孔は、長さ1.7cm、幅0.35cmの凸レンズ状を呈する。矢柄は、茎尻から3.4cmのとこ

ろから着装され、先端を桜皮巻きするが、一部二重柄のように見えるのが、矢柄孔内径を示す

のであろうか。

55は、 3号墳丘墓 9号棺から出土した圭頭形鏃。矢柄は、茎尻から3.2cmのところから着装

されている。

56は、 4号墳丘墓の南側周溝中層から出土した維2片で、同一個体と思われる。最大幅は刃

部らしい部分にあるが、反りがないところから、刃部ではない可能性もある。身全体が横断面

三日月形を呈する。

57は、 4号墳丘墓 1号棺内から出土した小型刀子で、刀身と茎幅がほとんど変らないが、身

中央部が最大幅となっている。

58・59は、 4号墳丘墓3号棺内から出土した大型透孔付柳葉形鏃で、山形関を形成する。鏃

身は、断面形が両丸造りで、関幅が58で2.2cm、59で2.0cm、透孔が58で長さ2.9cm、幅0.45cm、

59で長さ2.6cm、幅0.4cmとなっている。矢柄は、 59が茎尻から3.3cmのところから着装し、径

約1.0cmとなっている。両方共に、透孔周辺がわずかな平坦面をもっている。両資料は、完全

に近く銹取りに成功し、原形を紡彿とさせる。

第81図3は、 4号墳丘墓3号棺内で原位置を多少移動していた剣身である。剣身は、幅で最

大幅と切先部の差が 1mmしかないことから、鈍い切先の感じがするが、これは研減りがないこ

とを示している。剣身には鏑があり、裏面に布目痕らしき付着物がある。剣身の切先近くに反

りがある。

4・5は、 4号墳丘墓4号棺上の撹乱土中から出土したもので、正確な出土遺構がわからな

い。法量的には、 4が身幅や厚さが3と近似値を示すことから同一個体の可能性が強いが、地

形的に低位にある 3号棺から高位の墳丘頂である 4号棺の位置まで盗掘の時点で移動したこと

も考え難い。 5は、剣身幅が平行していないことから明らかに別個体の切先部分の破片である。

この遺跡最大の剣身幅で、 4号棺出土の可能性が強い。

第157図60は、 4号墳丘墓4号棺上の表土から出土した大型柳葉形鏃で、茎を欠損している。

鏃身長7.1cmの大きさで、関部に最大幅があって山形関を形成する。鏃身は両丸造であるが、

銹のために正確な厚さが不明。

61は、 4号墳丘墓4号棺内から出土した素環頭刀子。本資料は、入念な銹取りによって細部
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観察が可能になった。刀身は外反りで、最大幅が関部にある。柄は、長さ7.0cm、背厚さ3.3-

3.5mm、内側厚さ2.5mm、幅が基部1.2cm、柄尻1.1cmとわずかながら各寸法に差があることがわ

かる。環頭部は、外径幅2.55cm、長さ1.9cm、内径l.7Xl.2cm、環円造り径0.4cmとなっている。

刀身が細身であることから、多少の研減りを考えなければならない。本資料の刀身と柄の片面、

環頭部両面に細目の布片が付着し、刀身片面に幅0.7cmの骨片も付着している。

4 E地区北端の調査記録

(1) 遺構

E地区では、 1号-5号墳丘墓の外に、弥生終末から古墳初期の墳墓群がもう 1群存在する。

それは、丘陵先端にあたる地区の北端にあり、 4号墳丘墓から直線距離で約60mの位置で、こ

れも段畑の中で試掘によって確認していた。一群は、 2基がかろうじて現存していたが、段畑

の開墾によって大半が削平されたと思われる。

1号墓（図版98-2、第159図1)

1号墓は、 2号墓の南側にあり、墓城と土墟大半が削平された木蓋土壊墓と思われる。両小

口が丸造りで、胸部に最大幅をもち、南側小口に粘土枕を付設している。棺内には、粘土枕以

外になにもなく、中央部に地山の石が露出している。

(Q) -=d→一

三/

゜
2m 

第158図北端地区墳墓群遺構配置図(1/60)
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冒
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゜
1.5m 

E
 

nz 

2
 

第159図

2号墓（図版99、第195図2)

北端地区 1• 2号墓実測図(1/30)

2号墓は、北端にあり、墓壊が残っているが、主体部が浅く、荒らされ方と石材の残存状態

から見て小石室の可能性がある。

墓城は、隅丸長方形で、かろうじて残っているが、中央に掘込まれた主体部が浅いことから、

墓城というより石室掘方といえるかもしれない。

\~ 

0 5cm 
I I I I I I 

第160図 2号墓出土土器
実測図(1/4)

中央の土墟は、一度舟底状に掘り＜ぽめられた後に埋戻されて床面

とし、両小口に石材設置のための掘込みをしている。北西側小口の残

っている石材から考えられることは、頭部と思われる南東小口に 2枚、

北西小口に 1枚の石材を立て、両側壁にも若干の石材を積上げる小石

室ではないだろうか。あるいは、側壁に木板を利用することもありう

る。棺内は完全に荒らされていたが、棺床面の胸部左側で鉄鏃片と刀
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子片が、浮いて土器底部が出土した。

(2) 遺

①
 

物

土 器

2号墓の荒らされた棺内で浮い第160図は、

た状態で出土した丸底甕または壺の底部である。
ー

日
ニ
ー
一
ー
ー
）
V
I
-

I 

O°Ej加：―-エ
I 

I 

2 3
 

戸
4
 

゜
5cm 

全体的に粗雑な作りの上に、器面が摩滅してい

るために、器外面が滑らかでない。内面は、ケ

ズリ後ナデられ、外面底部が完全な丸底ではなく、底部らしきものも見える。

第161図 2号墓出土鉄器実測図(1/2)

②
 

鉄器（図版120-2、第161図）

1は、鉄鏃の茎部片と思われるが、木質等の付着物がない。

2は、小型刀子の刀身と茎部の細片で、茎部に木質らしき付着物があるが、軸に直行してい

る。茎がとくに扁平で薄い。

3は、小型刀子の刀身細片で、 2と同一個体であれば切先近くの幅の狭い部分である。

4は、刃がないところから茎部であろうか。 2とは幅が違い、大きいので別個体。
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I11 おわりに

ここでは、徳永川ノ上遺跡墳墓群について問題提起をし、『徳永川ノ上遺跡rn』のまとめに

繋げたい。

1 墳丘墓群

徳永川ノ上遺跡の第 1の特徴は、弥生終末から古墳初期の墳丘墓が群をなしてい・ることが確

認できたことである。

ここでは、墳丘墓とは、墳丘、あるいは周溝が確認され、明確に土師器などが伴ない古墳と

認定されないものをいい、現状で盛土が失われていてもこれに含めて考える。・したがって、方

形周溝墓も本来は墳丘盛土が伴うはずであるから墳丘墓として扱い、台状墓と呼ばれているも

のも同じである。

徳永川ノ上遺跡では、確実に墳丘墓といえるのが、 C地区で I号 ・ID号 ・N号 ・V号.IX号

・X号墳墓群の 6基、 D地区で 2号墳墓、 C地区で 2号・ 3号・ 4号墳丘墓の 3基、合計10基

である。これに続く古墳初期のものが、 D地区の 1号墳墓（舟形木棺）、 E地区の 1号.5号

墳丘墓の 2基があり、墳墓群として継続している。しかも、確実に土師器が伴ない古墳前期と

されるこれらは、主体部が中央に 1基となって独立するが、副葬品が皆無に近い状態となり、

社会情勢の変化を現出している。

細部については、各項で指摘してきたからここでは省略するが、弥生終末期に限定できる本

遺跡の墳丘墓群は、石蓋土壊墓でありながら完形小型鏡を副葬するところから、荒らされた箱

式石棺墓が副葬していたであろう鏡の保有数が合計10面前後であることを考えると、いっそう

本遺跡のこの地域で占める位置が重要になってくる。まとめでは、この遺跡の南側に続く神手

遺跡の墳墓群も含めて検討したい。

2 土器

墳墓群には、幸いなことに甕棺墓・ 供献用として土器が伴っているのが第 2の特徴としてあ

げられる。しかも、同時共存あるいは意識的に埋戻された竪穴住居跡があり、これとの間に終

末期を古段階と新段階に細分可能である。さらに、弥生終末に続く古式土師器も若干ながら出

土しており、近年この地域の前期古墳として報告されている苅田町石塚山古墳や大平村能満寺
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古墳などを含めて検討したい。

3 銅鏡

徳永川ノ上遺跡では、弥生に属する鏡 6面、古墳中期 1面の合計 7面分の銅鏡が出土したの

が第 3の特徴である。前述したように、さらに数面が存在した可能性があることを考えると遺

跡の重要性が高まる。

豊前地域は、これまで完形鏡もさることながら破鏡も多く出土しており、筑前地域とは違っ

た鏡式群があることで知られている。本遺跡出土の鏡群の鏡式は、方格規矩鏡 2面、内行花文

鏡 1面、盤龍鏡 1面、画像鏡 1面、小形佑製鏡 1面であり、筑前地域に少ない盤龍鏡や画像鏡

が含まれ、むしろ小形1方製鏡が少ないともいえる。しかもこの 2面が三角縁であり、豊前地域

に三角縁が目立つ存在となっている。したがって、これらの鏡群が中国のどの地域で製作され

たものか参考にするため若干の三角縁鏡の鉛同位対比分析を依頼して本文末に掲載している。

分析結果の検討もまとめで行いたい。

4 玉類

本遺跡では、首飾として使用される中型以上の勾玉や管玉の出土がなかったが、小型玉類の

利用方法が明瞭に判明する発掘をすることができたのが第 4の特徴といえる。

勾玉や管玉は、これまで漠然と首飾として利用されたと考えられていたと思われるが、ここ

で明らかに耳飾としても両者が利用されていることが判明した。これまでの発掘では、春日市

辻畑遺跡の石蓋土壊墓においてガラス小玉が首飾として、ガラス粟玉が耳飾または髪飾として

利用していることを明確にした調査をしたが、本遺跡でもガラス粟玉が耳飾として区別された

利用方法がとられていた。

5 鉄器

第5の特徴として、鉄器の量の多さに加えて、鉄鏃と釣針に超大型が多数含まれていること

である。それこそ、石棺墓が荒らされていなければ、近隣の遺跡例からしても鉄剣や鉄刀が比

率として少なすぎるし、武器のうちの鉄鏃が多いことからも指摘できる。

鉄器のうち特徴的な 1つが、大型透孔付鉄鏃が9点も存在することである。この形式の鉄鏃

が豊前地域北半に多いことも特色であり、その分布が北部九州の中心地である糸島・福岡平野

に現存のところ見られないのもその特色を補強している。
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遺構・遺物一覧表

凡例

単位：土器・鉄器はcm、玉はmm

R: 反転復原

後5古：弥生後期 5様式古段階（註 1)

古IIa : 土師器II様式 a段階（註2)



註 1 柳田康雄「高三瀦式と西新町式土器」『弥生文化の研究』 4、1987 雄山閣出版

註 2 柳田康雄「土師器の編年一九州ー」『古墳時代の研究』 6、1991 雄山閣出版
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0
+
 
箱

石
19
5 

5
5
+
 

42
 

4
5
+
 

，， 

24
 

S
4
4
'
W
 

赤
色

3
7
0
+
 

27
7 

3
8
0
+
 

40
 
箱

石
16
3 

52
 

50
 

50
 

鉄
刀
子

，， 
標
石

K
2

 
s5

4
•w

 
17
1 

12
6 

6
0
+
 
甕

棺
12
0 

56
 

46
 

56
 

鉄
鏃
、
刀
子
（
土
器
群
）

弥
生
終
末
～
古
墳
初

，，， 
標
石

K
3

 
S
3
6
'
E
 

5
6
+
 

4
4
+
 

1
2
+
 
甕

棺
5
6
+
 

3
9
+
 

28
.5
 

3
9
+
 

弥
生
終
末

~
 

63
 

N
6
6
'
W
 

赤
色

土
壊

89
 

21
 

18
 

4
+
 

~
 

28
 

S
4
0
'
E
 

枕、
赤
色

21
0 

12
0 

1
4
+
 
石

蓋
13
6 

40
 

26
 

18
 

VI
号
墳
墓
群
標
石

42
 

N
5
1
.
5
'
E
 

枕、
赤
色

29
0 

23
5 

32
0 

4
3
+
 
石

蓋
20
2 

50
 

27
 

45
 

鉄
鏃
・
刀
子
（
釣
針

5、
鏃
、
土

弥
生
終
末

"
 
標
石

器）

1
 
S
7
2
'
E
 

2
5
0
+
 

13
0 

1
0
+
 
土

城
21
1 

62
 

40
 

45
 

（
古
墳
前
期
）

I/ 

2
 
S
8
4
'
E
 

ヽ
土

壊
23
2 

78
 

78
 

51
 

鉄
鏃
2、

鉄
片

古
墳
後
期

~
 

25
 

S
3
7
.
5
'
W
 

枕、
1
7
5
+
 

13
0 

2
5
+
 
石

蓋
12
0 

30
 

25
 

47
 

vn
号
墳
墓
群

26
 

N
7
8
'
W
 

枕、
1
4
0
+
 

79
 

1
0
+
 

（
木
蓋
）

61
 

22
 

19
 

23
 

,,. 



墓
渡
規
模
（
上
面
）

c
m
 

棺
規
模
（
床
面
）

c
m
 

；
 

副
葬

品

No.
 

主
軸
方
位
※

床
面

（
供

献
品

等
）

時
期

備
考

長
径

短
径

長
対
角
長

深
さ

棺
型
式

主
軸
長

最
大
幅

頭
位
幅

深
さ

43
 

N
1
4
'
E
 

枕、
赤
色

26
0 

24
0 

30
0 

4
6
+
 
石

蓋
16
0 

39
 

34
 

53
 

（
素
環
頭
刀
子
）

V11
号
墳
墓
群

44
 

s
1
1
.
s
・
w
 

枕、
赤
色

21
0 

19
5 

26
0 

3
3
+
 
石

蓋
15
2 

41
 

36
 

65
 

鉄
鏃
、
素
環
頭
刀
子

，， 

47
 

S
l
'
W
 

赤
色

土
壊

11
7 

4
0
 

33
 

1
7
+
 

，， 
t

 

48
 

N
8
3
.
5
°
E
 

枕、
（
石
蓋
）

16
5 

38
 

30
 

50
 

,, 

49
 

S
5
8
°
E
 

枕、
赤
色

（
石
蓋
）

16
8 

33
 

30
 

3
6
+
 

，， 

51
 

S
5
2
'
E
 

枕、
（
石
蓋
）

95
 

22
 

20
 

2
8
+
 

，， 

52
 

S
7
8
.
5
'
E
 

枕、
赤
色

19
5 

11
0 

1
6
+
 
石

蓋
13
5 

35
 

28
 

47
 

，， 

-
19
1 -

53
 

S
8
8
'
W
 

枕、
赤
色

20
5 

10
3 

4
3
+
 
木

蓋
17
5 

36
 

28
 

45
 
鉄
維
、
鉄
鏃

，， 

54
 

S
3
8
.
5
'
E
 

枕、
赤
色

31
0 

20
7 

3
7
+
 
木

蓋
52
 

4
8
 

40
 

65
 

弥
生
終
末

~
 

56
 

S
4
6
'
E
 

枕、
1
2
3
+
 

、
8
1
+

2
0
+
 
石

蓋
99
 

28
 

20
 

44
 

，， 

57
 

S
1
3
.
5
'
E
 

枕、
1
4
0
+
 

10
7 

1
5
8
+
 

7
+
 
石

蓋
74
 

24
 

24
 

33
 

，， 

58
 

N
3
9
°
E
 

枕、
17
3 

94
 

1
1
+
 
木

蓋
11
3 

37
 

30
 

54
 

,,. 

60
 

S
1
4
°
W
 

枕、
24
2 

10
0
十

25
5 

1
8
+
 
石

蓋
12
6 

29
 

26
 

41
 

~
 

61
 

N
4
1
°
W
 

枕
1
2
3
+
 

98
 

1
5
+
 
石

蓋
68
 

26
 

20
 

34
 

~
 

27
 

N
3
8
°
W
 

枕、
赤
色

木
蓋

18
2 

37
 

30
 

2
8
+
 
鉄
鏃
2

VIIl
号
墳
墓
群

29
 

S
8
9
'
W
 

枕、
木

蓋
16
0 

31
 

23
 

1
5
+
 

・
~

36
 

N
2
3
'
E
 

礫
床
、
一

礫
床

17
3 

50
 

50
 

1
0
+
 

,, 

55
 

枕、
赤
色

木
蓋

15
2 

29
 

22
 

3
1
+
 

30
 

N
6
8
'
W
 

赤
色

（
木
蓋
）

14
9 

29
 

20
 

3
6
+
 

IX
号
墳
墓
群

31
 

N
6
8
.
5
'
W
 

赤
色

2
7
8
+
 

1
5
7
+
 

箱
石

20
7 

62
 

45
 

54
 

鉄
刀
子
、
鉄
鏃

2
,,. 



墓
壊
規
模
（
上
面
）

cm
 

棺
規
模
（
床
面
）

cm
 

副
葬

品
No
. 

主
軸
方
位
※

床
面

（
供

献
品

等
）

時
期

備
考

長
径

短
径

長
対
角
長

深
さ

棺
型
式

主
軸
長

最
大
幅

頭
位
幅

深
さ

32
 

S
3
2
.
5
°
E
 

赤
色

2
6
1
+
 

1
3
4
+
 

箱
石

18
5 

53
 

45
 

53
 

鉄
刀
子

IX
号
墳
墓
群

34
 

S
7
7
.
5
'
E
 

枕
、

・
-

1
4
5
+
 

86
 

5
+
 
石

蓋
10
4 

31
 

23
 

34
 

x
号
墳
墓
群

35
 

N
5
2
'
W
 

床
石
、
赤
色

2
4
9
+
 

1
6
2
+
 

2
5
7
+
 

1
5
+
 
箱

石
18
4 

45
 

43
 

37
 

鉄
維
（
鉄
斧
）

"
 

41
 

S
3
4
.
5
'
E
 

枕、
赤
色

25
2 

22
2 

1
0
+
 
石

蓋
16
9 

40
 

30
 

52
 

手
鎌
（
土
器
）

弥
生
終
末

~
 

59
 

N
6
5
'
W
 

13
2 

35
 

7
+
 
土

壊
？

65
 

25
 

12
 

13
 

~
 

39
 

S
7
5
'
E
 

枕、
赤
色

1
1
7
+
 

1
0
1
+
 

1
0
+
 
石

蓋
1
0
0
+
 

34
 

30
 

35
 

XI
号
墳
墓
群

62
 

N
7
l
'
W
 

枕、
一

土
壊

66
 

18
 

14
 

5
+
 
鉄
刀
子

，， 

|
 

19
2 |
 

K
4

 
S
9
'
W
 

赤
色

4
1
+
 

3
7
+
 

7
+
 
甕

棺
5
0
+
 

58
 

37
 .
5 

58
 

弥
生
終
末

,.,. 

舟
N
9
0
'
E
 

ヽ
赤
色

44
0 

22
6 

1
0
+
 
舟

形
木

22
5 

55
 

50
 

22
 

（
土
器
片
）
鉄
片

古
墳
前
期

1
号
墳
墓

1
 
S
8
0
'
E
 

石
蓋

16
6 

35
 

30
 

40
 

古
墳
前
期

2
号
墳
墓

2
 
N
3
6
.
5
'
E
 

ヽ
'
 

15
0 

12
0 

20
0 

8
+
 
石

蓋
10
2 

26
 

15
 

28
 
管
玉
（
土
器
）

古
墳
前
期

,., 

3
 
N
7
2
'
W
 

-
(
石
蓋
）

17
4 

41
 

28
 

37
 

古
墳
前
期

，，， 

1
 
N
3
2
.
5
°
E
 

ヽ
赤
色

31
0 

18
3 

10
1 

箱
木

棺
22
0 

84
 

84
 

44
 
鉄
維
、
鉄
斧

古
墳
前
期

1
号
墳
丘
墓

2
 
N
6
'
E
 

ヽ
赤
色

89
 

50
 

15
 
石

蓋
60
 

26
 

20
 

10
 

古
墳
前
期

~
 

石
組

N
3
8
.
5
'
E
 

ヽ
19
4 

82
 

46
 

古
墳
前
期

，， 
南
西
側
に
鉄
斧

礫
床

N
5
'
W
 

礫
床

15
0 

34
 

34
 

6
+
 

1
 
N
5
9
'
W
 

床
石
、
赤
色

30
8 

30
0 

34
0 

63
 
箱

石
18
3 

67
 

46
 

47
 
鏡
片
、
玉
、
刀
子

弥
生
終
末

2
号
墳
丘
墓

2
 
N
4
2
'
E
 

枕、
赤
色

24
8 

13
0 

33
 
木

蓋
18
8 

42
 

36
 

43
 

弥
生
終
末

~
 

3
 
S
1
4
.
S
'
E
 

枕、
赤
色

23
0 

l
l
O
+
 

30
 
石

蓋
17
1 

37
 

30
 

35
 

弥
生
終
末

~
 

4
 
N
8
7
°
E
 

枕、
赤
色

ー
箱

石
50

十
37
 

35
 

42
 

弥
生
終
末

，， 



墓
漿
規
模
（
上
面
）

cm
 

棺
規
模
（
床
面
）

c
m
 

副
葬

品

No
. 

主
軸
方
位
※

床
面

（
供

献
品

等
）

時
期

備
考

長
径

短
径

長
対
角
長

深
さ

棺
型
式

主
軸
長

最
大
幅

頭
位
幅

深
さ

5
 
s
s
o
・
E
 

ヽ
21
0 

10
4 

40
 
石

蓋
15
5 

28
 

19
 

38
 

弥
生
終
末

2
号
墳
丘
墓

1
 
S
2
6
°
E
 

枕、
赤
色

2
0
0
+
 

2
0
0
+
 

3
0
0
+
 

4
7
+
 
箱

石
16
0 

55
 

37
 

51
 

鉄
鏃
2

弥
生
終
末

3
号
墳
丘
墓

2
 
N
8
2
°
E
 

枕、
赤
色

21
0 

18
0 

24
0 

50
 
石

蓋
16
0 

33
 

18
 

4
8
 

（
土
器
）

弥
生
終
末

~
 

3
 
N
6
8
.
5
'
E
 

赤
色

24
8 

15
2 

12
0 

甕
棺

玉
（
鉄
刀
子
）

弥
生
終
末
（
古
）

~
 

4
 
N
3
7
.
5
'
W
 

枕、
赤
色

18
7 

16
6 

22
8 

60
 
石

蓋
15
6 

35
 

28
 

37
 
鉄
鏃
（
土
器
）

弥
生
終
末
（
古
）

~
 

5
 
N
8
8
'
W
 

枕、
赤
色

13
5 

13
2 

15
1 

58
 
石

蓋
60
 

18
 

15
 

20
 

弥
生
終
末

，， 

6
 
N
3
4
.
5
°
W
 

枕、
赤
色

13
7 

12
8 

38
 
石

蓋
67
 

22
 

18
 

30
 

弥
生
終
末

~
 

-
19
3

ー

7
 
N
6
6
°
W
 

赤
色

11
3 

94
 

63
 
石

蓋
55
 

18
 

17
 

29
 

弥
生
終
末

~
 

8
 
S
8
3
°
E
 

ヽ
赤
色

12
8 

12
4 

58
 
甕

棺
4
8
 

弥
生
終
末
（
古
）

,, 
穿
孔

9
 
S
7
3
'
E
 

土
壊

2
1
0
+
 

37
 

26
 

24
 
鉄
鏃

;, 

10
 

S
1
3
.
5
'
W
 

ヽ
14
1 

73
 

3
3
+
 
甕

棺
8
5
+
 

（
土
器
）

弥
生
終
末

~
 

11
 

S
2
0
'
W
 

赤
色

19
2 

13
0 

25
 

（
石
蓋
）

14
9 

5
8
-

35
 

30
 

弥
生
終
末

~
 

人
骨
片

12
 

N
8
4
'
E
 

(3
00
) 

78
 

36
 

（
割
竹
）

22
0 

34
 

34
 

2
2
+
 

弥
生
終
末

~
 

13
 

N
8
2
.
5
'
E
 

ヽ
30
6 

80
十

14
 
箱

木
20
8 

35
 

35
 

1
4
+
 

弥
生
終
末

~
 

1
 
N
8
6
°
E
 

枕、
赤
色

23
8 

19
3 

27
0 

4
5
+
 
，

 
箱

石
17
4 

48
 

37
 

44
 

刀
子
、
鉄
施
（
土
器
）

弥
生
終
末

4
号

墳
丘

墓
標

石

2
 
N
7
4
'
E
 

枕、
赤
色

2
1
4
+
 

26
0 

2
9
0
+
 

5
0
+
 
箱

石
19
0 

50
 

50
 

48
 

弥
生
終
末

，， 

3
 
N
8
6
°
W
 

枕、
赤
色

25
2 

20
7 

31
0 

55
 
箱

石
17
5 

43
 

43
 

41
 

鉄
剣
、
鉄
鏃
2

弥
生
終
末

~
 

4
 
N
6
4
'
E
 

枕、
赤
色

26
6 

25
9 

3
1
9
+
 

55
 
箱

石
18
5 

55
 

54
 

55
 

鏡
・
玉
類
・
素
環
頭
刀
子
、

弥
生
終
末

，， 
標
石

（
カ
ク
ラ
ン
剣
先
）

5
 
N
8
7
°
E
 

?、
赤
色

27
0 

19
3 

28
0 

3
5
+
 
箱

石
18
8 

60
 

47
 

50
 

弥
生
終
末

，， 
標
石

'
 

6
 
S
O
'
N
 

一
土

壊
15
1 

53
 

50
 

3
0
+
 

弥
生
終
末

~
 



墓
凛
規
模
（
上
面
）

c
m
 

棺
規
模
（
床
面
）

c
m
 

副
葬

品
No.
 

主
軸
方
位
※

床
面

（
供

献
品

等
）

時
期

備
考

長
径

短
径

長
対
角
長

深
さ

棺
型
式

主
軸
長

最
大
幅

頭
位
幅

深
さ

7
 
N
3
5
.
5
'
W
 

?、
？

 
箱

石
70
 

24
 

24
 

22
 

弥
生
終
末

4
号
墳
丘
墓

1
 
S
2
2
°
E
 

枕、
木

蓋
17
3 

31
 

25
 

1
1
+
 

弥
生
終
末

E
地
区
北
端

2
 
S
4
2
.
5
'
E
 

2
3
5
+
 

10
5 

1
0
+
 

（
石
室
）

13
0 

40
 

40
 

20
 
鉄
鏃
、
刀
子
2

古
墳
初
期

，， 
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表
3

徳
永

川
ノ

上
墳

墓
群

出
土

甕
棺

観
察

表

挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
塁高

①
胴
径

胎
番
号

②
底
径

土
色

調
調

整
備

考

4
 

甕
中
期
末

c
区
南

1
号

甕
上

3
3
.
0
R
 

細
砂
、
小
砂
少

外
）
灰
黄
褐
色
、
黒
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
突
帯
、
ナ
デ

煤
付
着

内
）
灰
黄
褐
色
、
灰
黄
色
、
黒
灰
色

内
）
ナ
デ

4
 

甕
中
期
末

c
区
南

1
号

甕
下

36
.5
 

43
.4
 

①
 34
:5
 

鬱
蘭

贔
、

角
閃

石
、

雲
外
）
白
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
タ
テ
ハ
ケ
目
、
ハ
ケ
目
の
ち
ヨ
コ

煤
付
着

②
 8.
6 

内
）
橙
褐
色

内）
ナナ
デデ

外
底
部
赤
変

37
 

壺
古

I
a

 
V
-
2
号

甕
棺

上
29
.8
 

48
.0
 

⑫
 7
.5
 

闊
：

小
砂

、
砂

粒
多

、
橙
褐
色

外
）
公
闘
癸
為
ョ
コ
ナ
デ
、
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目
、

内
面
赤
色
顔
料

②
 7.
5 

赤
褐
色
粒
、
雲
母

内
）

ナ
デ

、
ヨ

コ
ナ

デ
ハ

ケ
目

打
欠
き

37
 

壺
古

I
a

 
V
-
2
号

甕
棺

下
47
.0
 

83
.5
 

①
 58
.5
 

粗
、
細
砂
少
含

黄
褐
色

外
）

ヨ
ヶコち

ナ
デ
、
ハ
ケ
目
、
キ
ザ
ミ
突
帝
、
ケ
ズ
リ

内
、
外
面
一
部
赤
色
顔
科

②
 7.
8 

角
閃
石
、
雲
母
、
石
英

の
ハ

ケ
内
）
ハ

目
の

ち
ヨ

コ
ナ

デ
ハ

ケ
目

穿
孔

1
ケ

3
9
-
3
 

空-
後

5
新

V
-
3
号
甕
棺

3
0
.
0
R
 

細
小
砂

淡
黄
褐
色

外
）
タ
テ
ハ
ケ
目
、
キ
ザ
ミ
突
帯

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
マ
メ
ッ

黒
斑

3
9
-
4
 

空~
 

後
5
新

X
I
-
4
号
売
棺

39
.6
 

①
 59
.4
 

細
砂

淡
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
、
キ
ザ
ミ
突
帯

2
本

内
面
全
体
、
外
面
赤
色
顔

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ハ
ケ
目

料
、
黒
斑

1
1
8
-
3
 

壺
後

5
古

3
-
3
号
棺
（
単
甕
）

34
.2
 

68
.5
 

①
 53
.6
 

細
砂
少

暗
黄
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ヨ
コ
ナ
デ
、
突
帯

2
本
、
タ
タ
キ

外
面
部
分
的
内
面
全
体

②
 2.
7 

赤
褐
色
粒

内
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

赤
色
顔
料
付
着
・
黒
斑

ー
19
5-

8
 

甕
後

5
古

3
-
8
号

棺
上

①
 36
.2
 

細
砂

外
）
灰
黄
褐
色
、
赤
褐
色

外
）

｀
％

、
誓

ハ
農
）
、
ナ
デ
、
櫛
目
状
ハ
ケ
目
・

打
ち
か
き
か
、
内
面
全
体

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
灰
黄
色
、
暗
灰
色

突 Jヽ
タ
タ
キ

内）
目

目
の
ち
ミ
ガ
キ
、
ナ
デ

外
面

部
赤

色
顔

料

8
 

壺
後

5
古

3
-
8
号

棺
下

①
 38
.0
 

細
、
小
砂
多
、
粗
砂

淡
黄
橙
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ
、
粘
土
継
目

打
ち
欠
き
、
内
面
赤
色
顔

②
 4.
5 

赤
褐
色
粒

内
）
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

料
、
焼
成
後
の
穿
孔
、
黒
斑

1
2
5
-
1
0
 

甕
後

5
新

3
 -
1
0
号

棺
上

①
 23
.6
 

細
砂

黄
茶
褐
色

外
）
タ
タ
キ
の
ち
ナ
デ
、
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ
、
エ
具
痕

②
 5
.
3
R
 

内
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

打
ち
欠
き
、
煤
、
黒
斑

1
0
 

宰~
 

後
5
新

3
 -
1
0
号

棺
下

①
 4
5
.
0
R
 

粗
、
細
砂
多

黄
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ
、
キ
ザ
ミ
突
帯

2
本
、
ケ
ズ
リ

②
 7
.
0
R
 

角
閃
石

内
）
ハ
ケ
目

打
ち
欠
き
、
穿
孔

表
4

C
地
区

V
号

墳
墓

群
出

土
土

器
観

察
表

挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

②
底
径

4
1
-
1
 

壺
古

I
a

 v
表
採

4
0
.
0
R
 

①
 6
1
.
2
R
 

細
砂
多

黄
褐
色

外）
ハキ
匁ぐ
ナ見
ミロ
デ縁
、ケ
ハ、ズ

ヨ
コ
ナ
デ
、

キ
ザ
ミ
突
帝

3
本、

内
）
ヨ
コ

、
以
目

黒
斑

2
 

亜ギ
後

5
古

v
 周

5
と
甕

2
間

②
 8
.
0
R
 

細
砂
多

黄
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

の
石
積

内）
ミ
ガ
キ

3
 
．
 

互
後

5
古

V
 

細
砂
多

黄
褐
色

外
）
ナ
デ
、
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

4
、

5
と
同
一
個
体

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ナ
デ

内
面
赤
色
顔
料

4
 

...
. 

空
後

5
古

V
 

細
砂
多

黄
褐
色

外
）
ナ
デ
、
突
帯
、
ハ
ケ
目

3
、

5
と
同
一
個
体

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ

内
面
赤
色
顔
料

5
 

壺
後

5
古

V
 

細
砂
少

黄
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
突
帯
、
ナ
デ

3
、

4
と
同
一
個
体

角
閃
石

内
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ

内
面
赤
色
顔
料



表
5

C
地

区
墳

墓
群

出
土

土
器

観
察

表

挿
図

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

器
種

②
底
径

壺
I
-
3
号
墓

細
砂

淡
黄

褐
色

マ
メ
ッ

7
0
-
1
 

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

小
、
細
砂

黄
橙
色

外
）

ヨ
コ

ナ
デ

2
 

甕
I
-
4
号
墓

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ナ
デ

細
砂
多

外
）
淡
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目

3
 

甕
I
-
4
号
墓

雲
母
、
角
閃
石

内
）
淡
橙
褐
色

内
）
ナ
デ

壺
後

5
古

I
-
9
号
墓
下
層

2
1
.
8
R
 

細
砂
多

淡
橙
褐
色

マ
メ
ッ

4
 

雲
母
、
角
閃
石

細
砂

暗
黄
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ミ
ガ
キ
、
ハ
ケ
目

黒
斑

5
 

空-
古

前
I
-
9
号
墓

雲
母
、
角
閃
石

内
）
ナ
デ

細
砂

多
外

）
橙

褐
色

マ
メ
ッ

6
 
高

杯
後
末

I
-
9
号
墓

P
-
1

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
黄
褐
色

細
砂

多
黄
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

7
 
高

杯
後
末

I
-
9
号
墓

雲
母

、
赤

褐
色

粒
．

角
閃

石
内
）
ハ
ケ
目

細
砂

多
暗
黄
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目

煤
付

着
8
 

甕
後
末

I
 -
1
1
号
墓

1
層

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
マ
メ
ッ

|
 

19
6 |
 

-:,::,: 
古

前
I
 -
1
1
号
墓

2
層

8
.
0
R
 

細
砂
多

淡
橙
褐
色

マ
メ
ッ

，
 

雲
母
、
赤
褐
色
粒

甕
古

前
I
 -
1
1
号
墓
上
層

2
2
.
0
R
 

小
砂

多
淡
橙
褐
色

マ
メ
ッ

10
 

雲
母
、
赤
褐
色
粒

細
砂

橙
褐

色
外
）
マ
メ
ッ
、
ハ
ケ
目

11
 

壺
後
末

I
 -
1
1
号
墓
上
層

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
ナ
デ

12
壺

後
末

11
-1
5
号
墓

1
0
.
0
R
 

粗
細
砂
多

灰
黄

色
マ
メ
ッ

外
面
一
部
赤
色
顔
料
付
着

雲
母
、
角
閃
石

細
砂

多
外
）
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

黒
斑

13
甕

古
前

11
-1
5
号
墓

1
8
.
4
R
 
31
.8
 

①
 29
.8
 

角
閃
石

内
）
茶
赤
褐
色

内
）
ハ
ケ
目

内
、
外
面
、
赤
色
顔
料
付
着

粗
砂
少
、
細
砂
多

白
黄
褐
色
、
暗
黄
茶
褐
色

外
）
ハ
ク
リ
、
マ
メ
ッ

14
 

高
杯

後
末

11
-1
5
号
墓

雲
母
、
角
閃
石

内
）
ハ
ク
リ
、
マ
メ
ッ
、
ナ
デ

①
 16
.1
 

粗
砂
、
細
砂

外
）
橙
褐
色
、
灰
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

煤
付

着
、

赤
変

15
甕

古
前

11
-1
6
号
墓

1
5
.
0
R
 

15
.8
 

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒
、
石
英

内
）
こ
げ
茶
色
、
灰
黄
褐
色

内
）
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ
、
エ
具
に
よ
る
ナ
デ

粗
砂

白
黄
褐
色

外
）
キ
ザ
ミ
突
帯
、
ナ
デ

16
壺

後
5
新

N
-
1
9
号
墓

赤
褐
色
粒
、
雲
母

内
）
マ
メ
ッ

細
砂

多
淡
橙
褐
色

外
）
ハ
ケ
目

17
 

高
杯

後
5
新

V
-
2
2号

墓
P
-
1

雲
母
、
赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
ミ
ガ
キ
、
ハ
ケ
目

②
 4
.
3
R
 

細
砂

橙
褐
色

外
）
ナ
デ
、
未
調
整
、
粘
土
継
El

18
鉢

後
5
新

V
-
2
2号

墓
P
-
2

1
4
.
0
R
 

9.
5 

雲
母

内
）
ナ
デ
、
工
具
痕
、
ケ
ズ
リ

細
砂
多

淡
橙
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

穿
孔

6
ケ
か

19
 

高
杯

後
5
新

V
-
2
2
号
墓

P
-
4

雲
母

内
）
工
具
に
よ
る
つ
き
さ
し
痕



挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

-
色

調
調

整
備

考
番
号

②
底
径

7
0
-
2
0
 

-空
V
-
2
3
号
墓

1
2
.
0
R
 

細
砂
多

橙
褐
色

マ
メ
ッ

雲
母

細
砂
多

外
）
橙
褐
色

＇， 
'

 
21
 

高
杯

後
5
新

V
-
2
4
号
墓

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
暗
黄
褐
色

マ
メ
ッ

壺
後

5
古

w
古
ー

1
号
周
溝

1
4
.
0
R
 

①
 1
7
.
S
R
 
細
砂
多

外
）
暗
黄
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ
、
ハ
ケ
目
状
工
具
に
よ
る
ナ
デ
、
工

煤
付
着
、
黒
斑

7
1
-
2
2
 

具
痕

No
. 
8

 N
o.
14
 

雲
母
、
角
閃
石

内
）
橙
褐
色
、
赤
褐
色
、
黒
色

内
）
ナ
克
指
ナ
デ
、
ハ
ケ
目
、
ハ
ケ
目
の
ち
部
分
的
ナ
デ

23
 

甕
後

5
古

m
古
ー

1
号
周
溝

14
.0
 

①
 22
.0
 

細
砂

外
）
赤
褐
色
、
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

煤
付

着
No
.1
0 

雲
母
、
角
閃
石

内
）
赤
褐
色

内
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

24
 

壺
中

期
皿
古
ー

1
号
周
溝

細
砂

黄
橙
褐
色

マ
メ
ツ
気
味
ナ
デ
、
丹
塗
り

No
.1
0 

雲
母
、
角
閃
石

25
 

甕
後

5
古

皿
古
ー

1
号
周
溝

細
砂

淡
黄
茶
色

マ
メ
ッ

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石
、
雲
母

26
 

甕
後

5
古

m
古
ー

1
号
周
溝

細
砂

淡
黄
茶
色

ナ
デ

赤
褐
色
粒

-
19
7 1
 

27
 

空て
心

後
5
古

m
古
ー

1
号
周
溝

②
 6
.
0
R
 

細
砂
多

外
）
茶
褐
色
、
赤
褐
色

外
）
工
具
に
よ
る
ナ
デ
、
ナ
デ

2
次
加
熱
、
赤
変

No
.8
 

雲
母

内
）
暗
黄
茶
褐
色

内
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ
状
ナ
デ

28
 

甕
後

5
古

m
古
ー

1
号
周
溝

細
砂
多

外
）
暗
黄
茶
褐
色

外
）
タ
タ
キ
の
ち
ハ
ケ
目
、
タ
タ
キ
、
ケ
ズ
リ

煤
No
.5
 

雲
母
、
角
閃
石

内
）
灰
黄
褐
色

内
）
ケ
ズ
リ
、
部
分
的
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

29
 

甕
後

5
古

m
古
ー

1
号
周
溝

細
砂

淡
黄
茶
色

外
）
マ
メ
ッ
、
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ

赤
褐
色
粒

内
）
マ
メ
ッ
、
ナ
デ
か

30
 

甕
後

5
古

皿
古
ー

1
号
周
溝

細
砂

白
黄
茶
色

外
）
マ
メ
ッ

外
面
赤
変
、

2
次
加
熱

赤
褐
色
粒

内
）
マ
メ
ッ
、
ナ
デ
か

31
 

器
台

後
5
古

皿
古
ー

1
号
周
溝

1
6
.
0
R
 

細
砂
多

淡
こ
げ
茶

外
）
マ
メ
ッ

No
. 
2

 
雲
母
、
角
閃
石

内
）
ハ
ケ
目

32
 

器
台

後
5
古

皿
古
ー

1
号
周
溝

細
砂
多

淡
黄
茶
色

外
）
マ
メ
ッ

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
ケ
ズ
リ

33
 
高
杯

後
5
古

皿
古
ー

1
号
周
溝

3
4
.
0
R
 

②
 1
9
.
l
R
 
細
砂
多

外
）
茶
褐
色

叫内
痕マヨ
メコ
ナッ

デ
、
ナ
デ
か
マ
メ
ッ
、
粗
ハ
ケ
目
、
爪

穿
孔

No
.1
4 

雲
母
、
角
閃
石

内
）
暗
黄
茶
褐
色

34
 
高
杯

後
5
古

皿
古
ー

1
号
周
溝

19
.9
 

細
砂
多

暗
黄
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ミ
ガ
キ

No
.7
 

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
マ
メ
ッ
ぎ
み
、
ミ
ガ
キ

35
 
高
杯

後
5
古

m
古
ー

1
号
周
溝

②
 18
.7
 

細
砂
多

外
）
茶
褐
色

外
）
ミ
ガ
キ
か

穿
孔

6
ヶ

.
 

No
.9
 

雲
母
、
赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
暗
黄
茶
褐
色

内
）
ナ
デ
、
ヨ
コ
ナ
デ

外
面

2
次
加
熱
の
為
赤
変

7
2
-
3
6
 

壺
後

5
古

皿
古
ー

2
号
周
溝

細
砂
少

外
）
黒
色

外）
ミ
ガ
キ

雲
母
極
小
粒

内
）
淡
褐
色

内
）
ヨ
コ
ナ
デ

37
 
高
杯

後
5
古

m
古
ー

2
号
周
溝

粗
、
細
砂
多

外
）
黒
色

マ
メ
ッ

赤
褐
色
粒

内
）
白
茶
色

38
 
高
杯

後
5
古

皿
古
ー

2
号
周
溝

細
砂
少

黄
土
色

マ
メ
ッ
、
ハ
ク
リ

角
閃
石
、
雲
母

39
 

鉢
後

5
新

II1
古
ー

2
号
周
溝

細
砂
多

黄
褐
色

マ
メ
ッ

角
閃
石



挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

②
底
径

7
2
-
4
0
 
高
杯

後
5
新

m
-
6
4
号
墓

2
5
.
7
R
 

②
 1
6.
0R
 

細
砂
多

白
黄
褐
色

外
）
マ
メ
ッ
、
ミ
ガ
キ

雲
母
、
赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
マ
メ
ッ
、
粘
土
紐
貼
付

41
 

壺
後

5
古

i
l
l
•
V
-
4
号
周
溝

細
砂
少

淡
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ

P
-
1
5
 

赤
褐
色
粒

内
）
マ
メ

o/.

42
 

高
杯

後
5
古

i
l
l
・
V
-
4
号
周
溝

砂
粒
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
ず

黄
橙
色

外
）
タ
テ
ハ
ケ
目
、
ハ
ケ
目
の
ち
ミ
ガ
キ

P
-
1
8
 

内
）
ハ
ケ
目
、
ハ
ケ
目
の
ち
ミ
ガ
キ

43
 

高
杯

後
5
古

皿
・
V
-
4
号
周
溝

細
砂
少

淡
橙
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ

P
-
1
1
 

金
雲
母

内
）
ハ
ケ
目

44
 

高
杯

後
5
古

皿
・
V
-
4
号
周
溝

3
1
.
5
R
 
26
.4
 

②
 1
7.
0R
 

細
砂

外
）
淡
褐
色

外）
リョ
ミ風
ガコ
ハキ
ナ}デ
マ
メ
ッ
、

ヨ
コ
ナ
デ
、

ハ
ケ
、

ケ
ズ

穿
孔

3
ケ

赤
褐
色
粒
、
石
英

内
）
黄
褐
色

内）
し

ぽ
り

痕
ハ

ケ

45
 

高
杯

後
5
古

i
l
l
・
V
-
4
号
周
溝

16
.4
 

21
.2
 

②
 14
.4
 

細
砂

外
）
黄
褐
色

外
）
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ
、
ハ
ケ
の
ち
ミ
ガ
キ
、
タ
テ
ハ
ケ

穿
孔

3
ケ
、
杯
外
面
黒
変

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石
、
雲
母

内
）
橙
褐
色

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目
、
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ
、
指
頭
痕

杯
内
底
に
赤
色
顔
料

7
3
-
4
6
 

壺
後

5
古

V
-
2
号
甕
棺

細
砂
少

黄
褐
色

ヨ
コ
ナ
デ

47
 

空-
古

I
a

 V
-
2
号
甕
棺

4
.
6
R
 

8.
6 

砂
粒
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
ず

暗
黄
茶
褐
色

外内））
ナナリデ
のデ

のち
ちミ
ガミ
キガ
キ
、

ハ
ケ
の
ち
ミ
ガ
キ
、

ケ
ス

外
面
赤
色
顔
料
付
着

内
底
部
が
黒
色

ー198— 48
 

空＝
ピ

古
I
a

 V
-
2
号
甕
棺

10
.2
 

15
.1
 

細
砂

灰
黄
褐
色

外内））
ハ
叩
ミ

ガキ
目の
の孔
ち、
ナナ
デケ
デ、
ズ、

指ナリ
圧のデ

沢、b•ケ
緑ズヵ

刻キリ、
ハ
ケ
目

底
部
赤
色
顔
料
付
着
黒
斑

角
閃
石

内
面
部
が
黒
灰
色

49
 

壺
古

I
a

 
V
-
2
号
甕
棺

7
.
2
R
 

11
.6
 

砂
粒
を
わ
ず
か
に
含
む

橙
褐
色

外
）
ハ
ケ
の
ち
ミ
ガ
キ

黒
斑

赤
褐
色
粒
、
雲
母

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ

50
 

甕
古

I
a

 
V
-
2
号
甕
棺

14
.0
 

14
. 
7
 
①

 16
.0
 

細
砂
や
や
含
む

外
）
黄
褐
色

外）
ハよ
ケる
のケ
支ナ
目リ

、デ
、
ハ
ケ
目
、

ケ
ズ
リ
、
エ
具
に

外
底
部
黒
色
付
着

P
-
1
3
-
1
7
 

内
）
黄
橙
色
、
赤
茶
褐
色

内
）
ヨ
コ
ハ
ケ

ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ
、
エ
具
痕

内
側
全
体
赤
色
顔
料

51
 

ム
口
空→
 

古
I
a

 V
-
2
号
甕
棺

12
. 
7
 

14
. 
7
 
②

 12
.5
 

粗
砂

暗
黄
茶
褐
色

外内））
ハズ
ハケ
ケリ
の目
目の
ちナ
ちミ
ナデガ
デキ

、
ハ
ケ
目
の
ち
ミ
ガ
キ
、

ケ
黒
斑

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

52
 

鉢
古

I
a

 V
-
2
号
甕
棺

15
.2
 

7.
9 

粗
砂

外
）
灰
黄
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ケ
ズ
リ
の
ち
ナ
デ

内
面
赤
色
顔
料

P
-
1
2
 

内
）
茶
褐
色

内
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ
、
指
圧
痕

内
面
、
黒
斑

53
 

高
杯

古
I
a

 
V
-
2
号
甕
棺

22
.2
 

細
砂

外
）
橙
褐
色
、
茶
褐
色

外
）
暗
文
状
タ
テ
ミ
ガ
キ
、
ナ
デ
、
マ
メ
ッ

口
縁
部
に
黒
色
の
付
着
物

角
閃
石

内
）
・
茶
褐
色

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ

54
 

鉢
後

5
新

V
-
3
号
周
溝

細
砂
少

黄
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

内
）
ナ
デ

55
 

甕
後

5
新

V
-
3
号
周
溝

細
砂
多

黄
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
、
ナ
デ

外
面
一
部
分
黒
変

赤
褐
色
粒
、
雲
母

内
）
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ

56
 

高
杯

後
5
新

V
-
3
号
周
溝
近

2
2
.
3
R
 
27
.5
' 

砂
粒

淡
黄
褐
色

外
）
鰐
ハ
ケ
‘

ナ
デ
、
ミ
ガ
キ
風
ナ
デ
、
ハ
ケ
に
よ
る
エ

穿
孔

3
ケ

大
理
石
、
赤
褐
色
粒

内）
ナ
デ
ハ
ケ
目
の
ち
ミ
ガ
キ
ナ
デ
マ
メ
ッ

57
 

壺
後

5
新

V
-
3
号
周
溝

②
 3
.
9
R
 

細
砂
少

灰
黄
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

P
-
8
 

内
）
ハ
ケ
目

58
 

壺
後

5
新

V
-
3
号
周
溝

②
 3.
2 

粗
砂
、
細
砂

黄
橙
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ケ
ズ
リ
の
ち
ハ
ケ
目

黒
斑
、
付
着
土
多
し

P
-
2
3
 

角
閃
石
、
雲
母

内
）
ハ
ケ
目
、
マ
メ
ッ

2
次
加
熱
に
よ
る
赤
変

59
 

高
杯

後
5
新

V
-
5
号
周
溝

1
1
.
l
R
 

砂
粒

淡
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
マ
メ
ッ

穿
孔

3
ケ
、
黒
斑

P
-
1
 

赤
褐
色
粒

内
）
マ
メ
ッ



挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

②
底
径

細
砂
多

暗
黄
褐
色

外
）
ハ
ケ
目

7
4
-
6
0
 

甕
古

II
a

 V
I
-
1
号
墓
①

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
ケ
ズ
リ
状
ナ
デ
、
エ
具
痕

甕
後

5
新

V
I
-
4
2
号
墓
城
内

22
.0
 

粗
砂

灰
黄
褐
色

マ
メ
ッ

61
 

雲
母

粗
砂

腐
｝

叡
清

、
ケ

晶
峰

ス
リ

の
ち

ハ
ケ

目
、

ナ
デ

黒
斑

62
 

鉢
後

5
新

V
I
-
4
2
号
墓

18
.2
 

12
. 
5

 
赤
褐
色
粒

灰
黄
褐
色

内
面
赤
褐
色
付
着
物

細
砂
多

淡
橙
褐
色

外
）
マ
メ
ッ
、
タ
テ
ミ
ガ
キ

穿
孔

3
ケ

接
合

面
キ

ザ
63
 

高
杯

後
5
新

V
I
-
4
2号

墓
1
8
.
0
R
 

18
.0
 

②
 1
1
.
S
R
 

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
ヨ
コ
ミ
ガ
キ
、
斜
ミ
ガ
キ
、
マ
メ
ッ

ミ
目

黒
色
付
着
物

細
砂
多

淡
橙
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
タ
テ
ミ
ガ
キ
、
エ
具
痕

64
 

甕
後

5
古

V
H
-
4
3
号
墓

P
-
3

1
4
.
0
R
 

雲
母

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
指
圧
痕

細
砂
多

淡
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ

煤
65
 

甕
後

5
古

V
H
-
5
4号

墓
雲
母

内
）
ヨ
コ
ナ
デ

小
砂

灰
黄
褐
色

外
）
マ
メ
ッ
、
エ
具
痕

接
合
面
キ
ザ
ミ
目
、
黒
色

66
 
高
杯

後
5
古
"―

54
号
墓

雲
母
、
赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
工
具
に
よ
る
ナ
デ
、
ナ
デ

-19
9 -

67
 

甕
Vl
l-
36
号
墓

1
7
.
0
R
 

細
砂
多

灰
黄
褐
色

マ
メ
ッ

雲
母

空-
古

I
a

 I
X
ー
不
土

6
8
.
0
R
 

細
砂
多
、
粗
砂

橙
褐
色

ハ
ク
リ
、
マ
メ
ッ

68
 

雲
母
、
角
閃
石

②
 4
.
0
R
 

細
砂
多

外
）
こ
げ
茶

外
）
工
具
に
よ
る
ナ
デ

69
 

空~
 

古
I
a

 I
X
ー
不
土

6
雲
母
、
角
閃
石

内
）
白
黄
褐
色

内
）
マ
メ
ッ

70
壺

X
-
4
1
号

P
-
2

1
6
.
0
R
 

細
砂

外
）
暗
黄
茶
褐
色

マ
メ
ッ

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
黒
色

細
砂
多

灰
黄
褐
色

外
）
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ

71
鉢

後
5
新

X
-
4
1
号
墓

P
-
3

1
2
.
0
R
 

雲
母
、
角
閃
石

内
）
ナ
デ

②
 11
.5
 

細
砂
多
、
粗
砂

黄
橙
褐
色

外
）
ハ
ケ
、
マ
メ
ッ
、
ケ
ズ
リ
の
ち
ハ
ケ
目

72
 

台
壺

後
5
新

X
-
4
1
号
墓

P
-
3

14
.5
 

13
.6
 

角
閃
石
、
石
英
、
雲
母

内
）
ヨ
コ
方
向
ハ
ケ
、
ミ
ガ
キ
、
ウ
ズ
巻

表
6

D
地

区
墳

墓
出

土
土

器
観

察
表

挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

②
底
径

9
1
-
1
 

空-
古

II
a

 
D
一
舟
形
木
棺

9
.
0
R
 

細
小
砂

外
）
黄
橙
色

マ
メ
ッ
、
ハ
ク
リ

赤
褐
色
粒

内
）
茶
褐
色

2
 

甕
古

II
a

 
D
一
舟
形
木
棺

細
砂

黄
橙
色

マ
メ
ッ

5
と
同
一
個
体
か

赤
褐
色
粒

3
 

甕
古

II
a

 
D
一
舟
形
木
棺

細
砂

黄
橙
色

マ
メ
ッ
、
ハ
ク
リ

赤
褐
色
粒

4
 

車~
 

古
II
a

 
D
ー
舟
形
木
棺

細
砂
多

黄
橙
色

マ
メ
ッ

赤
褐
色
粒

5
 

甕
古

II
a

 D
一
舟
形
木
棺

細
砂

黄
橙
色

マ
メ
ッ
、
ハ
ク
リ
、
ケ
ズ
リ
か

2
と
同
一
個
体
か

赤
褐
色
粒

外
面
一
部
黒
斑



挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

②
底
径

9
1
-
6
 

甕
古

II
a

 D
一
舟
形
木
棺

細
砂

黄
橙
色

ハ
ク
リ
、
マ
メ
ッ
、
ケ
ズ
リ
か

外
底
部
黒
斑
、
加
熱

赤
褐
色
粒

7
 

甕
古

II
a

 
D
一
舟
形
木
棺

細
小
砂
多

暗
灰
色

外
）
ナ
デ

内
）
ケ
ズ
リ
、
ナ
デ

8
 

甕
古

I
a

 
D
-
2
-
1
号
棺

2
0
.
0
R
 

粗
砂
粒

灰
黄
褐
色

マ
メ
ッ

雲
母
、
角
閃
石

，
 

甕
古

I
a

 
D
-
2
-
1
号
棺

細
砂
多

淡
黄
褐
色

マ
メ
ッ

煤
付
着

雲
母

10
 

器
台

古
I
a

 
D
-
2
-
2
号
棺

粗
砂
少
、
細
砂
多

灰
黄
褐
色

外
）
マ
メ
ッ
、
ハ
ケ
目

黒
色
部
分

雲
母
、
角
閃
石

内
）
シ
ポ
リ
、
指
痕
、
ナ
デ
、
マ
メ
ッ
、
ハ
ケ
目

表
7

E
地

区
1
号

墳
丘

墓
出

土
土

器
観

察
表

挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
番
号

②
底
径

土
色

調
調

整
備

考

1
4
8
-
1
 

甕
古

I
b

 
1
一
主
体
部

1
3
.
S
R
 

細
砂
少

茶
褐
色
、
暗
茶
褐
色

外
）
櫛
描
平
行
沈
線
紋
、
ヨ
コ
ナ
デ

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ヨ
コ
ナ
デ

2
 

甕
古

I
b

 
1
一
木
棺

細
小
砂

外
）
淡
黄
橙
色
、
淡
橙
色

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
淡
黄
橙
色
、
灰
色

マ
メ
ッ

2
次
加
熱
か

ー
20
0|
 

3
 

甕
古

I
b

 
1
一
墓
壊
内

細
小
砂
少

外
）
暗
黄
茶
褐
色
、
黒
色

外
）
タ
タ
キ
の
ち
ナ
デ
か

煤
付
着

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
黒
色

内
）
ケ
ズ
リ
状
工
具
に
よ
る
ナ
デ

4
 
高
杯

古
I
b

 
1
ー
主
体
部
①

細
小
砂
少

黄
褐
色
、
灰
黄
褐
色

外
）
ナ
デ

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ヨ
コ
ナ
デ

接
合
面

5
 

甕
古

I
b

 
1
ー
北
斜
面

砂
粒

外
）
黄
茶
褐
色
、
黒
色

外
）
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ
の
ち
ナ
デ

赤
褐
色
粒
、
雲
母
、
角
閃
石

内
）
灰
黄
褐
色

内
）
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ

黒
斑

6
 

甕
古

I
b

 
1
ー
北
⑮

砂
粒

外
）
黄
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石
、
雲
母

内
）
灰
黄
褐
色

内
）
ケ
ズ
リ

7
 
碗

古
I
b

 
1
ー
北
⑫

細
小
砂
少

黄
橙
色

ナ
デ

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

8
 

壺
古

I
b

 
1
 
主
体
部
墓
壊
内

1
7
.
6
R
 

砂
粒

黄
褐
色
、
黄
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ
、
突
帯
、
ハ
ケ
目

北
東
側
⑯

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石
、
雲
母

内
）
ハ
ケ
目

，
 

壺
古

I
b

 
1
ー
東
側
⑩

砂
粒

黄
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ
、
キ
ザ
ミ
突
帯

赤
褐
色
粒
、
雲
母

内
）
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ

10
 

甕
古

I
b

 
1
ー
北
東
⑯

砂
粒

黄
茶
褐
色
、
黒
灰
色
、
黒
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石
、
雲
母

内
）
ケ
ズ
リ

内
面
赤
色
顔
料

11
 

甕
後
期

1
ー
北
東
側
盛
土

細
小
砂
多

外
）
淡
黄
橙
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ち
ヨ
コ
ナ
デ

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
茶
褐
色
、
黄
橙
色

内
）
マ
メ
ッ

12
 

-'.5
l! 

中
期

1
ー
北
東

細
砂

外
）
淡
橙
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
突
帯

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
灰
黄
褐
色

内
）
工
具
に
よ
る
ナ
デ

13
 

甕
後

4
新

1
ー
北
東
⑯

②
 4.
0 

細
小
砂

外
）
茶
褐
色
、
赤
茶
褐
色

ハ
ケ
目
、
マ
メ
ッ
、
ナ
デ

煤
付
着

内
）
黒
色



挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

番
号

②
底
径

胎
土

し
色

調
調

整
備

考
：． 

1
4
4
-
1
4
 
高
杯

後
5
新

1
ー
北
東
⑯

3
0
.
0
R
 

細
小
砂
少

外
）
橙
褐
色

外
）
マ
メ
ッ
、
ヨ
コ
ナ
デ

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
黄
橙
、
淡
橙
色

内
）
ハ
ケ
目

15
壺

1
ー
東
斜
面
④

2
6
.
0
R
 

小
砂
少

外
）
淡
黄
橙
色

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
淡
黄
橙
色
、
黒
色

ョ
コ
ナ
デ

煤
か

16
壺

古
I
b

 
1
ー
東
側
⑳

細
砂
少

外
）
黄
茶
褐
色

外
）
合
佑
象
象
ナ
デ
、
キ
ザ
ミ
突
帝
、
ハ
ケ
の
ち
ヨ

赤
褐
色
粒

内
）
黒
色

内
）
ハ
ケ
目

ケ
ズ
リ
の
ち
ナ
デ

17
壺

後
5
新

1
一
頂
部
東
側
盛
土

1
2
.
0
R
 

砂
粒
多

灰
黄
褐
色
、
灰
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ

石
英
、
角
閃
石

内
）
ヨ
コ
ハ
ケ
目

18
壺

後
5
古

1
 
南
東
⑩

⑬
 

2
0
.
0
R
 

細
小
砂
少

淡
茶
褐
色

南
東
盛
土

石
英
、
角
閃
石
、
雲
母

ョ
コ
ナ
デ
、
エ
具
痕
か

19
壺

1
ー
南
東
盛
土

2
2
.
0
R
 

細
籠
公
砂
町
省

母
、
角
閃
石
、
赤

外
）
淡
黄
橙
色
、
淡
橙
色

ヨ
コ
ナ
デ

2
次
加
熱
か

内
）
淡
黄
橙
色

20
 

甕
後

5
古

1
 
南
東
盛
土
⑩

2
2
.
0
R
 

細
小
砂
多

外
）
黄
橙
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ち
ヨ
コ
ナ
デ

～
⑬
 

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
黄
橙
、
淡
橙
色

内
）
ヨ
コ
ハ
ケ
の
ち
ヨ
コ
ナ
デ

-
20
1 |
 

21
 

甕
後

5
古

1
 
南
東
盛
土
⑩

細
小
砂
多

外
）
橙
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

～
⑬
 

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
橙
褐
色

内
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ

黒
斑

22
 

甕
後

5
古

1
ー
南
東
盛
土

砂
粒

外
）
暗
黄
茶
褐
色
、
灰
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

内
）
暗
黄
茶
褐
色

内
）
ハ
ケ
目

1
4
9
-
2
3
 

甕
後

5
古

1
 
南
東
盛
土
⑩

小
砂
多

赤
褐
色
、
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目
の
ち
工
具
ナ
デ

～
⑬
 

雲
母
、
角
閃
石
、
乳
白
色
粒

内
）
ハ
ケ
目

24
 

甕
後

5
古

1
ー
南
東
盛
土
中

砂
粒
全
ど
含
ま
ず

外
）
黄
橙
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ

内
）
黄
橙
、
橙
褐
色

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ

25
 

甕
後

5
古

1
ー
南
東
盛
土
⑭

細
砂

外
）
黄
橙
、
黄
茶
、
黒
色

ハ
ケ
目
の
ち
ヨ
コ
ナ
デ

煤
か

石
英
、
角
閃
石

内
）
淡
橙
、
淡
赤
色

2
次
加
熱
か

26
 

甕
後

5
古

1
 
南
東
盛
土
⑩

細
小
砂

赤
褐
色
粒
、
茶
褐
色

～
⑬
 

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

ョ
コ
ナ
デ

'
 

27
 

甕
後

5
古

1
ー
南
東
盛
土
⑭

9直
？
臀
；
閃
石
、
赤
褐
色
粒
、

淡
橙
色

外内
lヨ

ョコ
コナ
ナデ
デ-
,

 ハ
ケ
目
、
ハ
ケ
目
の
ち
ヨ
コ
ナ
デ

28
 

甕
前

期
1
 
南
東
盛
土
⑩

細
小
砂

黄
橙
色

外
）
マ
メ
ッ
、
ナ
デ

～
⑬
 

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
マ
メ
ッ

29
 

甕
古

I
b

 
1
ー
南
東
⑬
⑮

細
砂
、
粗
砂

赤
褐
色

外
）
タ
タ
キ
の
ち
ハ
ケ

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
ナ
デ
、
エ
具
に
よ
る
ケ
ズ
リ
風
ナ
デ

30
 

甕
後

4
古

1
ー
南
東
盛
土
中

②
 3.
2 

細
小
砂
多

外
）
黄
橙
、
灰
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
茶
褐
色

内
）
ハ
ケ
目

31
 

甕
後

5
新

1
ー
南
東
盛
土
中

砂
粒

外
）
灰
黄
褐
色
、
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
灰
黄
褐
色

内
）
ケ
ズ
リ
状
指
ナ
デ

32
 

甕
1
ー
南
側
表
土
直
下

細
砂

黄
橙
～
橙
褐
色

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

マ
メ
ッ

33
 

甕
1
ー
南

細
小
砂
多

外
）
暗
黄
茶
褐
色

ハ
ケ
目

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
淡
黄
橙
色



挿
図

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

器
種

編
年

②
底
径

砂
粒

外
）
茶
褐
色
、
黒
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ
の
ち
ハ
ケ
目

外
面
に
黒
斑

1
4
5
-
3
4
 

甕
古

I
b
 
1
 

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石
、
雲
母

内
）
灰
黄
褐
色

内
）
ケ
ズ
リ

後
5
古

1
ー
南
西

②
 3.
4 

細
砂

灰
黄
褐
色

外
）
圧
ハ
原ケ

の
エ
具
に
よ
る
ケ
ス
リ
、
モ
ミ
、
ワ
ラ
状

35
 

甕
角
閃
石

内
）

ハ
目

の
ち

ナ
デ

マ
メ

ッ

後
5
新

1
一
頂
南
西
部

2
7
.
0
R
 

細
小
砂
粒

暗
黄
茶
褐
色

マ
メ
ッ
、
ヨ
コ
ナ
デ

36
 

壺
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

髯
雲

母
、

角
閃

石
、

赤
外
）
暗
黄
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ

37
 

空-
後

5
新

1
ー
北
側
周
溝
⑬

①
 1
5
.
5
R
 

内
）
淡
黄
茶
、
灰
色

内
）
ハ
ケ
目
の
ち
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

1
ー
北
西
周
溝
内

細
小
砂

黄
橙
、
淡
黄
橙
色

外
）
ナ
デ

38
 

甕
後

5
新

上
層

2
2
.
0
R
 

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ヨ
コ
ハ
ケ
目

細
小
砂

灰
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

39
 

甕
後

5
新

1
ー
北
周
溝
上
層

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ヨ
コ
ナ
デ

細
小
砂

橙
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

40
 

甕
後

5
新

1
ー
北
側
周
溝
③

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ヨ
コ
ハ
ケ
、
ハ
ク
リ
、
ハ
ケ
目

細
砂
多

外
）
黄
茶
褐
色
、
暗
黄
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
底
部
布
目
痕
後
ナ
デ

41
 

甕
後

4
古

1
ー
北
周
溝
③
⑪

②
 4
.
2
R
 

内
）
黄
茶
褐
色

内
）
ハ
ケ
目
ナ
デ

細
小
砂
多

淡
黄
橙
色

外
）
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ

42
 
高
杯

後
5
新

1
ー
北
周
溝
⑳

雲
母
、
赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
ナ
デ

-20
2 -

髯
釦

、
角

閃
石

、
赤

灰
黄
褐
色

外
）
ナ
デ

43
 
支
脚

後
5
新

1
ー
北
周
溝

P
-
2
3

内
）
ケ
ズ
リ

甕
後

5
新

1
ー
西
周
溝
内
上
層

細
砂

淡
黄
褐
色

ョ
コ
ナ
デ

44
 

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

甕
後

5
新

1
一
周
溝
内
上
層

細
砂

黄
茶
色
、
暗
黄
茶
褐
色

マ
メ
ッ

45
 

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

1
ー
西
周
溝
内
上
層

細
小
砂
少

外
）
灰
黄
褐
色
、
灰
色

マ
メ
ッ

46
甕

後
5
新

石
英
、
角
閃
石

内
）
灰
黄
褐
色

47
甕

後
5
新

1
ー
西
周
溝
内

細
砂

橙
褐
色

マ
メ
ッ

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

48
 
高
杯

後
5
新

1
ー
西
周
溝
内

微
細
砂

黄
橙
色
、
橙
褐
色

ヨ
コ
ナ
デ

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

49
 

高
杯

後
5
新

1
ー
西
周
溝
内
上
層

細
小
砂

黄
橙
色
、
灰
色

ナ
デ

細
小
砂
少

外
）
茶
褐
色
、
暗
黄
茶
褐
色

外
工
具
に
よ
る
ナ
デ
、
ナ
デ

黒
斑

50
 
台
鉢

古
I
b
 
1
ー
西
周
溝
③

8.
1 

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
茶
褐
色

内
）
ナ
デ
、
爪
痕

細
小
砂
少

外
）
黒
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ち
ヨ
コ
ナ
デ
、
マ
メ
ッ

51
 

高
杯

後
5
古

1
ー
西
周
溝
貼
石
掘
方

2
4
.
0
R
 

内
）
黄
橙
色

内
）
粗
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ
、
ヨ
コ
ナ
デ

②
 3.
5 

粗
、
細
砂
少

灰
黄
褐
色
、
灰
色

外
）
ナ
デ
、
底
部
く
ぼ
む

52
甕

後
4
新

1
一
突
出
部
東
側
②

石
英
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ



表
8

E
地
区
2
•
3
号
墳
丘
墓
出
土
土
器
観
察
表

挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

②
底
径

1
5
0
-
1
 

壺
古

I
a

 
2
一
北
東
斜
面

1
3
.
0
R
 

①
 2
0
.
0
R
 

細
砂
少

黄
橙
褐
色

外内｝
マナ
デメ
、ッ
、ヨ
コミ
ガミ
キガ
、キ
指注ヽ

痕ガ
、キ

ナ
デ
、

ケ
ズ
リ

赤
褐
色
粒
、
雲
母

2
 

境
古

I
a

 
2
ー
北
東
斜
面

5
.
0
R
 

細
砂
や
や
少

黄
橙
色

ナ
デ
、
未
調
整

雲
母

3
 
器
台

後
5
古

2
ー
東
側
周
溝

細
砂
少

淡
黄
橙
褐
色

外
）
ナ
デ

角
閃
石

内
）
ナ
デ
、
エ
具
に
よ
る
ナ
デ

4
 

甕
前
期

2
 -
1
号
棺
、

2
2
.
0
R
 

細
砂
や
や
少

黄
橙
褐
色
、
黒
色

外
）
マ
メ
ッ

煤
付
着

墓
城
内

雲
母

内
）
マ
メ
ッ
、
ナ
デ

5
 

甕
後

4
新

2
-
2
号
棺
内

細
砂
多

淡
黄
橙
色

，
 

外
）
マ
メ
ッ
、
ハ
ケ
目

内
）
ナ
デ

6
 
高
杯

後
5
新

3
-
1
号
棺
内

細
砂
石
英
、
角
閃
石

黄
橙
色

外
）
ハ
ケ
目

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
マ
メ
ッ

7
 
高
杯

後
5
新

3
-
1
号
棺
内
、

2
4
.
0
R
 

細
砂

外
）
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
マ
メ
ッ
、
ハ
ケ
目

8
と
9
同
一
個
体

撹
乱

金
雲
母

内
）
橙
褐
色
、
茶
褐
色

内
）
ナ
デ
、
ヨ
コ
ナ
デ

-
20
3 |
 

8
 
高
杯

後
5
新

3
-
1
号
棺
内
、

細
砂
少

茶
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

7
と

9
同
一
個
体

撹
乱

内
）
マ
メ
ッ
、
ナ
デ

9
 
高
杯

後
5
新

3
-
1
号
棺
内
、

砂
粒

外
）
橙
褐
色
、
茶
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ち
ミ
ガ
キ

7
と
8
と
同
一
個
体

撹
乱

金
雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
茶
褐
色

内
）
ナ
デ

10
 

壺
後

5
古

3
-
2
号
棺
墓
壊
内

11
. 
9

 
12
.9
 

①
 1
6
.
0
R
 

粗
砂

灰
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目
、
粗
ケ
ズ
リ

黒
斑

内
）
ハ
ケ
目

11
 

器
台

後
5
古

3
-
2
号
棺
①

②
 1
6
.
5
R
 

細
砂
や
や
多

外
）
白
黄
褐
色

外
）
タ
テ
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

付
着
土

4
ー
南
周
溝
①

銀
雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
黄
茶
褐
色

内
）
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

底
部
に
黒
色
付
着
物

12
 

壺
後

5
新

3
-
2
号
棺
北
、

細
砂
や
や
多

外
）
黄
橙
褐
色
、
赤
褐
色

外
）
ナ
デ

黒
斑

撹
乱

角
閃
石

内
）
黄
褐
色
、
赤
褐
色

内
）
粗
ケ
ズ
リ

内
外
面
赤
色
顔
料

13
 

-空
後

5
古

3
-
4
号
棺
②
供
献

9
.
6
R
 

15
.6
 

①
 1
5
.
9
R
 

細
砂
多

外
）
黄
橙
色

尉
ii

昇
、

目
這

看
蒻

昇
、

エ
具

痕
、

指
黒
斑

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
灰
黄
褐
色
、
暗
灰
色

14
 

鉢
後

5
古

3
-
4
号
棺
①
供
献

11
. 
5

 
7.
4 

砂
粒
や
や
少

白
黄
褐
色
、
黒
色

外
）
タ
§

タ
キ
の
ち
ナ
デ
、
ケ
ス
リ
の
ち
ナ
デ
、
ケ
ス

赤
褐
色
粒
、
金
雲
母

内）
コ
ナ
デ
、
ナ
デ
、
エ
具
痕

15
 

甕
後

5
古

3
-
4
号
棺
②
供
献

砂
粒
少

茶
褐
色
、
赤
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

内
）
マ
メ
ッ
、
ハ
ケ
目

16
 

甕
後

5
古

3
-
4
号
棺
墓
城
内

砂
粒
や
や
少

黄
橙
褐
色

ョ
コ
ナ
デ

金
雲
母

17
 

甕
縄
文

3
-
4
号
棺
墓
壊
内

砂
粒
ほ
と
ん
ど
含
ま
ず

白
黄
褐
色

外
）
タ
タ
キ
、
ナ
デ

赤
褐
色
、
雲
母
、
角
閃
石

内
）
ナ
デ

細
砂

叫内
ミガ
ケの
キ

ハケ
ガ

マ
メ
ッ

18
 

壺
後

5
新

3
 -
1
0
号
棺
供

9.
6 

6.
3 

雲
母

橙
褐
色

ハ
ぢ

ミ
斗

、
ヨ

コ
ナ

デ
、

ミ
ガ

キ

19
 

鉢
後

5
新

3
-
1
0号

棺
供

8.
5 

6.
9 

細
砂

外
）
灰
黄
褐
色
、
橙
褐
色
、
黒
色

ナ
デ

黒
斑

内
）
橙
褐
色



図 号

挿 番
器
種
I編

年
出

土
地

口
径

器
高

①
胴
径

②
底
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

1
4
6
-
2
0
 I
高
杯

21
 

鉢

3
 -
1
3
号
棺
南
西

3
ー
不
整
土
城

1
2
2
.
S
R
 

細
砂
少

赤
褐
色
粒
、
雲
母

細
砂
多

角
閃
石
、
雲
母

外
）
淡
黄
橙
色

内
）
黒
色

ハ
ケ
目
、
マ
メ
ッ

淡
黄
橙
色

マ
メ
ッ

表
9

E
地

区
4
号

墳
丘

墓
出

土
土

器
観

察
表
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）
 

挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

番
号

②
底
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

1
5
1
-
1
 

鉢
後

5
古

4
 -
1
号
棺
内

②
 4.
6 

細
砂
少

外
）
茶
褐
色
、
灰
黄
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ
、
ミ
ガ
キ

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
灰
黄
色
、
茶
褐
色

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ナ
デ

内
外
赤
色
顔
料
付
着

2
 

甕
後

5
新

4
-
3
号
棺

2
2
.
5
R
 

細
砂
少

灰
黄
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ

金
雲
母
、
角
閃
石

内
）
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ

3
 

甕
後

5
新

4
-
3
号
棺
内

細
砂
多

外
）
淡
橙
褐
色

外
）
ハ
ケ
目
、
マ
メ
ッ

雲
母

内
）
白
黄
茶
色
、
黒
灰
色

内
）
マ
メ
ツ
、
ハ
ケ
目

4
 

甕
後

5
新

4
-
3
号
棺
墓
城
内

細
砂
多

外
）
白
黄
褐
色
、
黒
灰
色

外
）
ハ
ケ
目
、
マ
メ
ッ

角
閃
石
、
雲
母

内
）
白
黄
褐
色
、
灰
色

内
）
マ
メ
ッ
、
ナ
デ

黒
斑

5
 
台

鉢
後

5
新

4
-
3
号
棺
墓
城
内

1
3
.
l
R
 

小
石
粒

2
ケ
、
細
砂
少

橙
褐
色

外
）
ケ
ズ
リ
の
ち
ナ
デ

雲
母

内
）
マ
メ
ッ
、
エ
具
痕

煤

6
 
高
杯

後
5
新

4
-
3
号
棺
外

細
砂
少

外
）
橙
褐
色
、
黒
色

ナ
デ

角
閃
石

内
）
黄
橙
色
、
黒
色

煤
か

7
 
高
杯

後
5
新

4
-
3
号
棺
外

細
砂
少

茶
褐
色

角
閃
石

ナ
デ

8
 
高
杯

後
5
古

4
-
3
号
棺
南
撹
乱

細
砂
若
干

外
）
淡
橙
褐
色

外
）
工
具
に
よ
る
ナ
デ
、
キ
ザ
ミ

赤
褐
色
粒
、
雲
母

内
）
黒
色

内
）
ハ
ケ
状
工
具
に
よ
る
刺
突

9
 
高
杯

後
5
古

4
-
3
号
棺
南
撹
乱

細
砂
多
、
石
英
、
角
閃
石

茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ミ
ガ
キ
か

赤
褐
色
粒

内
）
工
具
痕
か
ナ
デ
、
シ
ボ
リ
痰

穿
孔

3
個

10
 

壺
後

5
新

4
-
4
号
棺
墓
城

9
.
0
R
 

細
砂
少
、
雲
母
、
角
閃
石

淡
橙
褐
色

外
）
ハ
ケ
目

内
）
マ
メ
ッ

11
 

甕
後

1
新

4
 -
4
号
棺
西
側
集
石

2
1
.
6
R
 

小
砂
粒
多
、
雲
母

外
）
こ
げ
茶

赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
淡
橙
褐
色

ヨ
コ
ナ
デ

煤
か

12
 

甕
4
-
4
号
棺
内

細
砂
多

白
黄
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

角
閃
石
、
雲
母

内
）
ナ
デ

13
 

甕
4
-
4
号
棺
墓
壊

細
砂
少

淡
黄
橙
色

角
閃
石
、
雲
母
、
赤
褐
色
粒

ナ
デ

14
 

甕
4
-
4
号
棺
石
蓋
横

砂
粒
ほ
と
ん
ど
含
ず

淡
黄
橙
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

内
）
ナ
デ

15
 

甕
4
-
4
号
棺
内

細
砂
多

淡
黄
橙
色

外
）
マ
メ
ッ

雲
母

内
）
ナ
デ

16
 

壺
後

5
新

4
-
5
号
棺

細
砂
多
、
赤
褐
色
粒

外
）
淡
橙
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ

雲
母

内
）
橙
褐
色

内
）
マ
メ
ッ



挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

番
号

②
底
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

1
5
1
-
1
7
 

甕
後

5
新

4
-
5
号
棺
内

細
砂
少
、
角
閃
石

橙
茶
褐
色

マ
メ
ッ

18
甕

後
5
新

4
-
5
号
棺

細
砂
多
、
雲
母

外
）
黄
橙
、
灰
色

外
）
ハ
ケ
目
の
ナ
デ
、
ナ
デ

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
赤
茶
褐
色

内
）
ハ
ケ
目
の
ナ
デ

19
甕

後
5
古

4
ー
東
南
溝
③

1
9
.
0
R
 

細
砂
少
、
金
雲
母

灰
黄
褐
色

外
）
タ
テ
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

内
）
ヨ
コ
ハ
ケ
目
、
ナ
デ
、
ハ
ケ
目
、
ハ
ク
リ

20
 

器
台

後
5
古

4
ー
東
南
溝
⑧

1
9
.
6
R
 

細
砂
少

灰
黄
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

角
閃
石
、
雲
母

内
）
ハ
ケ
目

21
 

支
脚

後
5
古

4
一
盛
土

②
 1
1
.
0
R
 

細
砂
多

淡
黄
橙
色

外
）
マ
メ
ッ

角
閃
石

内
）
ケ
ズ
リ

22
 

高
杯

後
5
新

4
-
1
号
棺
東

細
砂
少

外
）
暗
黄
茶
褐
色

ナ
デ

角
閃
石

内
）
赤
茶
褐
色

23
 

甕
後

5
新

4
ー
北
東
斜
面

l
l
.
2
R
 

13
. 
3
 
①
 1
3
.
5
R
 

4
-
5
m
m
の
小
石
数
個

白
黄
褐
色

欝
マ

メ
ッ

、
各

昇

細
砂
若
干
、
角
閃
石

指マ
圧メ
痕ッ
‘

デ
、
エ
具
に
よ
る
ナ
デ
か
、

-
20
5 |
 

24
 

甕
後

5
新

4
ー
北
東
斜
面

細
砂
多

外
）
灰
黄
褐
色

外
）
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

石
英
、
角
閃
石

内
）
黄
褐
色

内
）
ケ
ズ
リ
状
、
エ
具
に
よ
る
ナ
デ
か
、
エ
具
痕
か

底
部
に
黒
色
の
付
着
物

25
 

高
杯

後
5
新

4
ー
東
斜
面

1
4
.
3
R
 

細
砂
多

黒
灰
色
、
黄
橙
色

外
）
ハ
ケ
目
、
ケ
ズ
リ
状
ナ
デ
、
粗
い
ミ
ガ
キ

角
閃
石
、
雲
母

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
マ
メ
ッ
、
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

26
 

鉢
後

5
新

4
-
4
号
棺

l
l
.
3
R
 

細
砂
少

茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ハ
ケ
目
の
ち
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ

角
閃
石
、
雲
母

内
）
ナ
デ
、
ナ
ナ
メ
ハ
ケ
目

1
5
2
-
2
7
 

-宝
後

5
新

4
-
4
号
棺
東

28
.0
 

細
砂
多

黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
、
マ
メ
ッ
、
ス
ス

内
面
全
体
、
外
面
口
緑
に

角
閃
石
、
石
英
、
雲
母

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ

か
け
赤
色
顔
料
付
着

28
 

空ギ
後

5
新

4
-
4
号
棺
東

3
2
.
4
R
 

細
砂
多

赤
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
キ
ザ
ミ
突
帯
、
マ
メ
ッ

赤
褐
色
粒

暗
黄
茶
褐
色

内
）
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ
状
ハ
ケ
目

内
面
全
体
赤
色
顔
料
付
着

29
 

壺
後

5
新

4
ー
北
東
斜
面

3
4
.
0
R
 

細
小
砂
多

黄
茶
褐
色

外
）
ナ
デ
、
キ
ザ
ミ
突
帯

2
本

内
面
赤
色
顔
料
付
着

赤
茶
褐
色

内
）
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ
状
ハ
ケ
目

外
面

部
黒

色

表
10

E
地

区
5
号

墳
丘

墓
出

土
土

器
観

察
表

挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

番
号

②
底
径

1
5
3
-
1
 

壺
後

5
古

5
ー
北
周
溝
上
層

小
砂
粒
少

灰
黄
褐
色

ヨ
コ
ナ
デ

角
閃
石
、
雲
母

1
5
3
-
2
 

甕
後

5
古

5
ー
西
周
溝
上
層

細
砂

橙
褐
色

ナ
デ

3
 

甕
後

5
古

5
ー
西
周
溝
⑤

細
砂

白
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ

内
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

4
 

甕
古

I
a
 
5
ー
西
周
溝
底

①
 21
.4
 

粗
砂
多

橙
茶
褐
色

外
）
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

内
面
赤
色
顔
料
付
着

赤
褐
色
粒

内
）
ナ
デ
、
ケ
ズ
リ
、
指
圧
痕
、
粘
土
継
目

5
 

甕
後

5
古

5
ー
西
周
溝
⑨

砂
粒
少

暗
灰
黄
褐
色

外
）
ケ
ズ
リ
状
ナ
デ

金
雲
母
、
角
閃
石

内
）
ナ
デ



挿
図

器
種

編
年

出
土

地
口

径
器

高
①
胴
径

番
号

②
底
径

胎
土

色
調

調
整

備
考

1
5
3
-
6
 

甕
後

5
古

5
ー
西
周
溝
⑦

細
砂
少

白
黄
褐
色

外
）
タ
テ
ミ
ガ
キ

金
雲
母

内
）
ナ
デ

7
 

甕
後

5
古

5
ー
西
周
溝
中
層

②
 4
.
8
R
 

細
砂
多

灰
黄
褐
色

外
）
ケ
ズ
リ
、
ナ
デ

雲
母
、
角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ナ
デ

8
 

甕
後

5
古

5
ー
西
周
溝
⑬

②
 
.
O
R
 

細
砂
や
や
多

灰
黄
褐
色

外
）
タ
タ
キ
、
ナ
デ

金
雲
母

内
）
ハ
ケ
目

，
 

空-
後

5
古

5
ー
西
周
溝
中
央
上
層

②
 6
.
l
R
 

細
砂
や
や
多

淡
白
黄
橙
褐
色

外
）
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ
、
ナ
デ

角
閃
石

内
）
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ

10
高
杯

後
5
新

5
ー
西
周
溝
⑳

細
砂

外
）
橙
褐
色

雲
母

内
）
黄
橙
褐
色
、
黒
色

ナ
デ

11
 

器
台

後
5
古

5
ー
西
周
溝
⑪

1
3
.
2
R
 

細
砂

淡
黄
橙
色

角
閃
石
、
雲
母

ナ
デ

12
 

甕
後

5
新

5
ー
南
西
周
溝

1
6
.
0
R
 

細
砂
や
や
多

外
）
淡
こ
げ
茶

外
）
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

雲
母
、
赤
褐
色
粒
、
角
閃
石

内
）
こ
げ
茶

内
）
ハ
ケ
目

r
-

13
 

甕
後

5
新

5
ー
南
西
周
溝

1
4
.
0
R
 

細
砂
少

淡
黄
白
色

外
）
ハ
ケ
目

雲
母
、
角
閃
石

内
）
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

14
 

甕
古

I
a
 
5
ー
南
西
周
溝
15

1
5
.
0
R
 

砂
粒

外
）
黄
橙
色

外
）
ナ
デ

雲
母
、
赤
褐
色
粒

内
）
灰
黄
橙
色

内
）
ケ
ズ
リ
か

|
 

20
6 1
 

15
 

甕
後

5
古

5
ー
南
周
溝
③

砂
粒

外
）
白
黄
色

外
）
ハ
ケ
目

金
雲
母

内
）
黄
褐
色

内
）
ヨ
コ
ナ
デ

16
 

甕
後

5
新

5
ー
南
周
溝
⑲

細
砂
や
や
多

灰
黄
褐
色

ナ
デ

金
雲
母

17
 

甕
後

5
古

5
ー
南
周
溝

細
砂
や
や
少

白
黄
茶
色

外
）
ハ
ク
リ
、
ナ
デ

角
閃
石
、
赤
褐
色
粒

内
）
ヨ
コ
ハ
ケ
目

18
 

甕
後

5
新

5
ー
南
周
溝

16
細
砂

外
）
白
黄
橙
色

外
）
タ
テ
ハ
ケ
目

内
）
白
黄
橙
色
、
黄
橙
色

内
）
ナ
デ

19
 

甕
後

5
新

5
ー
南
周
溝

2
砂
粒
少

白
黄
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
タ
テ
ハ
ケ
目

角
閃
石
、
雲
母

内
）
ナ
デ

20
 

甕
後

5
新

5
 
南
周
溝

4
、

7
、

細
砂
多

灰
黄
褐
色
、
灰
色

外
）
ハ
ケ
目

10
、
17

角
閃
石
、
雲
母

内
）
ナ
デ

21
 

甕
後

5
古

5
ー
南
周
溝

8
粗
砂
多

外
）
灰
黄
褐
色

外
）
マ
メ
ッ

雲
母
、
角
閃
石

内
）
黄
茶
褐
色

内
）
ハ
ケ
目
、
ナ
デ

22
 
高
杯

後
5
古

5
ー
南
周
溝

1
1・ 
細
砂
少

外
）
黄
茶
褐
色

外
）
ヨ
コ
ナ
デ
、
ハ
ケ
目

内
）
白
黄
茶
色

内
）
マ
メ
ッ

23
 
高
杯

後
5
新

5
ー
南
周
溝

12
1
細
砂
少

金
雲
母

淡
黄
橙
色

附
；

戻
‘

砂
昇

、
ハ

ク
リ

面
、

ケ
ズ

リ
、

ハ
ケ



表11 徳永川ノ上墳墓群出土玉類一覧表

，出土遺構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

I-8号墓 （首） 勾玉 （厚）5. 7 16.5 3.0 勾玉 ひすい 1.5 g 

，， ，，， 1 3.8 10.1 1.5 細管 グリーンタフ（白緑色）両面穿孔

,,. ，， 2 3.5 9.5 1.5 - 細管 ，， 

，， （右手首） 1 4.4 4.6 1.4 A ガラス小玉 コバルトプルー

，， ~ 2 4.8 4.6 1.7 A ，， ，，， 

,,. ，， 3 5.0 4.3 1.5 A ，， ，， 

，， ,,. 4 4.8 3.8 1.6 C ケ ，，（ややにごる）

,,. ，， 5 5.3 3.8 2.0 C ，，， ~ 

，，， ，， 6 5.0 3.8 2.0 C ，，， ，， 

，， ，， 7 5.2 4.2 1.0 C ，， ，， 

<- ~ 8 5.0 3.5 1.4 C ，， ，， 

~ ，， ， 破損 3.2 1.7 C ，， ，，（破損）

"' 
，， 10 破損 C ,,. .,. (.,.) 

，， .. 11 4.1 3.5 1.6 A ，， ，， 

<- ~ 12 4.5 3.2 1.6 A ~ 
,., 

.. ~ 13 4.8 5.2 1.5 A 4 ，， 

，， ，， 14 5.3 4.1 1.5 C ，， ，， 

，， ，， 15 4.3 2.8 2.0 C ，， ，，（やや色薄い）

，， ，，， 16 5.6 3.4 1.5 C ，， ，，， 

，， ，，， 17 5.5 3.5 1.6 C ，， .. 
,,. ~ 18 4.9 3.2 1.2 C ，，， " (ややにごる）

，， "' 19 破損 <- ~(破損）

，，， ，， 20 6.0 3.9 1.7 C ，， " 

"' 
，， 21 5.4 4.1 2.2 C ，， ，， 

，， ~ 22 5.0 3.9 1.6 C ，， ，， 

，， ，， 23 6.6 3.7 2.9 C ，，， ，， 

，，， ，， 24 6.5 3.9 2.7 C ，， .. 
，， ，， 25 6.7 5.7 2.2 C ~ ，， 

，， ，， 26 4.6 2.7 2.0 C 4 ，， 

，，， ，， 68 5.6 3.5 Z.4 C .. ，， 
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出土遺構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

I-8号墓 （右手首） 69 5.0 3.4 2.4 C ガラス小玉 コバルトプルー

,,. ，， 70 5.4 4.0 1.9 C ~ ，， 

" .. 71 4.9 4.3 2.0 C ，，， ,., 

,., .. 72 破損 ,,. ，，（破損）

.. （左手首） 27 5.3 4.2 2.5 C ,,. ,., (やや色薄い）

,., ，， 28 5.1 6.0 1.4 A ~ .. 
.. "' 29 5.0 4.1 2.2 C .. ，， 

，， .,. 30 5.0 4.1 1.5 C ，， ，， 

，， ，，， 31 6.0 4.5 1.7 C ，， ，，， 

~ ~ 32 5.8 3.3 1.7 C ,., .. 
，， ，， 33 5.1 4.6 1.7 C ，， ，， 

,., ，，， 34 破損 .,. 
" (破損）

~ ，， 35 破損 C ，， .. (破損）

<- .. 36 5.8 4.3 1.9 C ,, .. 
，，， .. 37 4.5 5.4 1.1 A .. ，， 

~ ，， 38 5.7 4.7 1.2 C ，， .. 
.. ，， 39 5.3 5.5 1.6 A ~ ，， 

，， ，， 40 4.7 4.9 2.5 A " .. 
~ ，， 41 5.8 4.3 1.7 C <- ，， 

，， ，， 42 5.8 4.8 2.1 C ，， ,,. 

.. ~ 43 破損 C .,. 
" (破損）

，， ヽ 44 破損 ？ ,., 
，，（破損）

，， ,., 45 6.0 4.5 2.5 C ，， <, 

，， ヽ 46 6.1 4.3 2.0 C ，， .. (破OO
，， ，， 47 5.4 5.0 2.0 C .. 

" 
，， .. 48 6.4 4.4 2.4 C .. .. 
，， ，， 49 6.0 3.6 2.2 C ,., .,. 

，， ,., 
50 6.5 5.0 2.1 C ,, .. 

，， & 51 6.4 5.5 1.7 C ，， ,, 

.,. 
~ 52 5.1 3.7 1.5 C <- .,. 

，， .. 53 6.1 4.6 2.0 C .,. ，，，（やや色薄い）
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出土遺構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

I-8号墓は河三首） 54 破損 C ガラス小玉 コバルトプルー （破損）

，， .. 63 3.2 1.8 0.8 D 
ガラス粟玉 コバルトプルー

（色うすい、一部破損）

,,. ，， 64 2.9 1.9 1.4 D ，， ，，（色うすい）

,., ，， 66 4.6-5.4 5.5 0.9 A ガラス小玉 コバルトブルー

，， .. 67 5.7 4.1 1.9 ，， ,., 

，， （首又は右耳） 55 3.2 2.0 1.1 D ガラス粟玉 コバルトブルー（色うすい）

~ ~ 56 3.9 2.3 1.1 D ガラス小玉スカイプルー

,., ,., 57 2.8 2.6 0.8 D、E
ガラス粟玉 コバルトプルー

（色きわめてうすい）

~ ，， 58 2.9 2.6 0.8 D ，， ~(色うすい）

，， .. 59 2.7 1.9 1.1 D ~ ，，（色うすい）

,., ，， 60 2.9 3.6 1.2 D、E ，， ~(色うすい）

~ .. 61 3.7 2.6 1.1 C ガラス小玉スカイプルー

,,. 
" 65 3.0 1.8 1.1 D 

ガラス粟玉 コバルトプルー

（色うすい）

.,. ，， 73 4.6 3.4 1.0 C ガラス小玉スカイプルー

，， ，， 75 3.1 2.1 1.0 D、E
ガフス粟玉 コバルトプルー

（色うすい）

，， ，， 76 破損 D ，， ，， ~ 

，， ，， 77 破損 D ,., ，， 
" 

破損 D 
，， イエローグリーン

" 
，， 78 .,. 

，， ，， 100 5.6 5.0 1.9 C ガラス小玉 コバルトプルー

，， .. 101 6.5 5.1 2.3 C ~ 
,., 

~ ，， 102 5.2 3.0 2.0 C ~ ，， 

ヽ ，， 103 5.0 3.9 2.1 C ~ ~ 

，， （首付近） 管(N玉oなし？） 4.1 13.6 1.9 小管 碧玉グリーン両面穿孔

ヽ （首又は右耳） 1 5.0 3.0 1.5 C ガラス小玉スカイプルー

，， .. 2 3.0 2.0 1.1 D 
ガラス粟玉コバルトプルー

（色うすい）

，， 4 3 5.7 3.5 1.1 C ガラス小玉 コバルトプルー

.. .. 4 3.8 3.4 1.0 C ，， スカイプルー

ヽ ~ 5 7.1 6.0 1.2 丸玉
水晶丸玉片面穿孔

（むかえ孔あり）

，， ，， 6 3.5 1.4 1.1 D 
ガラス粟玉 コバルトプルー

（色うすい）

7 D、E
~ 赤茶色.. ，， 2.9 1.2 1.1 （にごる、黒タテ縞）

，， .. 8 3.6 3.0 0.8 C ガラス小玉スカイプルー
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出土遺構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

I-8号墓（首又は右耳） ， 3.7 2.9 1.1 E ガラス小玉スカイプルー

~ ，， 10 2.7 2.5 0.9 E 
ガフス粟玉 コバルトプルー

（色うすい）
~ ~ 11 4.6 3.4 IA C ガラス小玉 スカイプルー

., 
~ 12 2.6 1.8 0.9 D 

ガフス粟玉 コバルトプルー

（色うすい）
，，， ~ 13 3.9 3.7 0.9 C ガラス小玉スカイプルー

<- " 14 破損 D 
ガフス粟玉 グリーンプルー

（色うすい）

D 
.. コバルトプルー，， ，， 15 , 2.8 1.5 I.I 

（色うすい）
-,, .. 16 2.4 2.1 0.9 D ~ ,., (色うすい）

，， ，， 17 2.9 1. 7 0.7 D ~ .. (色うすい）

，， ,,. 18 2.2 2.0 0.6 D ，， ,,. (色うすい）

~ ，，， 19 2.8 1.2 0.7 D .. ,,. (色うすい）

，， ~ 20 2.4 1.6 0.9 D .. ，，，（色うすい）

，， ケ 21 2.6 I.I 0.9 D ，， .. (色うすい）

.. ，， 22 3.1 1.9 1.2 D ，，， ,., (色うすい）

.. ，， 23 2.8 1.6 0.7 D ,., ，，（色うすい）

.. ，，， 24 2.9 1.5 0.9 D ，， ,,. (色うすく、灰色おびる）

，， ，，， 25 3.7 1.5 1.1 D ガラス小玉 ，，（色うすい）

.. ，， 26 3.9 2.6 1.2 C .. スカイプルー

，，， ，， 27 2.9 1.2 0.9 D ガラス粟玉 コバルトプルー
（色うすい）.. .. 28 2.4 1.6 0.9 D ~ ~(色うすい）

，， ，， 29 2.7 2.6 0.9 D、E .. ~(色うすい）

,., ，，， 30 2.9 2.1 0.9 D、E ., ，，（色うすい）

，， ，， 31 破損 D ，， ,,. (色うすい、破損）

,, 
~ 32 2.4 1.5 0.6 D ，， ，，（色うすい）

~ 

" 33 破損 D ，， ，，（色うすい、破損）

，， ，， 34 2.6 1.4 1.1 D ，， 赤茶色（にごる）

破損 D 
コバルトプルー,, 

" 35 
ガラス粟玉 （色うすい）

，， 
" 36 3.1 1. 7 0.6 D、E ~ .. (色濃い）

.. 
" .37 3.7 2.1 I.I D、E ガラス小玉 .. (色うすい）

，， ，，， 38 3.1 2.0 1.2 D ガラス粟玉 ，，（色うすい）

.. ，， 39 3.4 2.1 0.8 D、E ，， .. (色うすい）
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出土遺構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

1-8号墓（首又は右耳） 40 2.7 2.3 0.5 D 
ガラス粟玉 コバル・トプルー

（色うすい）

.. .. 41 2.6 1.6 0.7 D . ,, ,., (色うすい）

~ ，，， 42 2.4 1.5 0.8 D ，， ~(色うすい）

~ 
,,. 43 2.8 2.1 0.7 D、E 4 .. (色うすい）

,., .. 44 2.5 2.8 0.8 D、E ，， ，，，（色うすい）

D、E
~ グリーンプルー.. ,., 104 3.3 2.2 0.9 

（色うすい）

，， ，， 105 3.2 1.4 D 
，， スカイプルー

0.9 
（色うすい）

.. ，， 106 2.7 2.6 0.6 D、E ，， コバルトプルー

，， ，， 107 破損 D <- コバルトプルー

.. ，， 108 破損 D ，， スカイプルー

I-1晦墓 1 5.2 3.7 2.1 C ガラス小玉 コバルトプルー

.. 2 5.8 4.7 1.6 . C .. ，， 

.. 3 4.9 4.1 1.3 C ，， スカイプルー

，，， 4 4.1 8.3 1.6 小管
グリーンタフ 白緑色

管玉両面穿孔片面は 2度孔をあける

,. 5 4.6 3.0 1.8 C ガラス小玉 コバルトプルー

.. 6 4.2 2.8 1.4 C ，， ,,. 

，， 7 4.3 2.5 1.1 C .. ，， 

，， 8 4.5 3.6 1.5 C ，， ，， 

，， 整（出理土状時況に図Nにo付ないす） ， 4.9 4.3 1.5 C .. スカイプルー

I -13号墓（右耳飾） 1 10.2 8.2 最最大小52.9 
.6 丸玉 ひすい丸玉 白緑色～緑色

,. ，，， 2 4.6 8.8 1.3 小管
メノウ透黄茶色

にごった縞あり 両面穿孔

.. <- 3 4.8 13.8 3.2 4 碧玉緑色両面穿孔

， .,. 4 4.8 9.3 2.5 ,., ，， ，， 

，， ,., 5 4.2 8.3 1.6 * ，， ，，（白をおびる）

，， .. 6 4.3 8.1 1. 7 ~ 4 ，，（黄色おびる）

，， ，， 7,8 4.1 11.6 1.5 ~ グリーンタフ 白緑色縞状両面穿孔

,,. ，， ， 3.9 現7.9 1.9 ~ 碧玉緑色穿孔方向不明

,., ，， 10 3.7 8.2 1.6 .. ヶ 緑色（縞状） 両面穿孔

，， ~ 11 4.6 4.2 1.1 C ガラス小玉 コバルトプルー

~ ， 12 4.8 4.6 1.1 C ，， ,,. 

，， ~ 13 4.4 3.7 1.3 C ，， ，， 
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出土遣構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

I -13号墓（右耳飾） 14 破損 ガラス小玉 コバルトプルー（破損）

，，， .. 15 4.0 7.4 1.6 小管 グリーンタフ 白緑色両面穿孔

.. ，， 16 3.4 9.2 1.I 1 ,,. 
~ ，， <-

，， • 17 4.3 10.9 1.8 ，， 碧玉やや黄色おびた緑 .,. 

，， ，， 18 4.3 12.9 1.8 ，， .. ，， ,:, 

<- 佐耳飾） 19 5.7 3.8 1.1 E ガラス小玉 コバルトプルー

~ ，，， 20 破損 3.4 ~ ,,. (色うすい）

.. ，， 21 4.4 3.9 1.1 ，， ,,. 

.. ，，， 22 5.1 3.8 1.1 C ，， ，， 

，， .. 23 5.9 4.2 1.9 C ，， ，， 

4 .. 24 細片となる 細片となって不明

，，， ,,. 25 4.9 5.2 1.5 A ガラス小玉 コバルトプルー

，， ，， 26 (3) (10) 小管
ガフス コバルトプルー

破損 （色とくにうすい）

，， ，， 27 4.9 5.8 1.7 A ガラス小玉 コバルトプルー

，， ，， 28 5.5 5.2 2.1 C ，， " (色うすい）

，，， ，， 29 7.4 
厚4.8

2.6 勾至 ひすい白～灰緑色両面穿孔
長16.7

，， 
" 30 5.9 3.7 1.5 C ガラス小玉 コバルトプルー・

，， ，， 31 4.8 3.3 2.0 C ~ ，，， 

，， ~ 32 4.2 5.3 1.5 A ，， ，，（色うすい）

，， ，， 33 5.6 4.2 2.5 C ~ .. 
，， ，， 34 6.0 4.0 2.2 C 

，， ，，， 35 6.3 4.6 1.5 C ガラス小玉 コバルトプルー

W-20号墓 （頭部） 1 4.6 
厚3.2

1.2 細勾玉 碧玉緑色（黒斑あり） 両面穿孔
長7.9

，， ，， 2 3.5 2.5 1.1 C ガラス小玉 スカイプルー

，， ，， 3 破損 C ,,. ，， （破損）

，， <- 4 4.7 3.2 1.1 C ，， コバルトプルー

，， .. 5 4.2 2.7 1. 7 C ，， スカイブルー

，， ,,. 6 3.6 3.1 1.0 C .. .. 
.. ，， 7 7.2 6.6 2.0 丸玉 ガラス丸玉 ，， 

4 .. 8 4.3 3.0 1.0 C ガラス小玉 ，， 

，， ，， ， 4.5 4.2 1.4 C ，， .. 
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出土遺構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

N-2呼墓（頭部） 10 2.8 5.3 1.4 細管 碧玉黄緑両面穿孔

~ 
.,. ヽ•

11 3.9 2.8 1.4 C ガラス小玉スカイプルー

，， ~ 12 4.2 3.3 1.2 C " 
.. 

D地区2-2号棺 2.0 5.5 0.8 細管 グリーンタフ 白緑色両面穿孔

2号墳丘墓1号棺 1 5.0 3.4 1.0 C ガラス小玉 コバルトプルー

，，， 2 4.8 3.2 1.2 C ，， ~(側面に平坦面）

.,. 3 4.3 3.2 1.0 C .. ~ 

，， 4 4.8 3.3 1.4 C .,. 
~ 

，， 5 4.0 2.4 0.9 C ，， ，， 

，，， 6 4.8 3.2 1.1 C .. ,,. 

"' 7 4.0 2.3 1.1 E .. .. 
.. 8 4.3 2.6 1.5 C ~ ，，， 

，， ， 4.6 2.8 1.3 C ，， 
" 

，， 10 4.2 2.1 1.0 D ，， ~ 

.. 11 4.6 2.5 1.9 C ，， ，，（石英粒含）

，， 12 4.6 3.3 1.0 C <- ，， 

.. 13 4.3 2.4 1.1 C ~ ~(色薄い）

，，， 14 3.3 2.7 1.5 C ，， ，， 

，，， 15 4.1 3.9 1.4 C ，， ~ 

，， 16 4.0 3.5 1.0 C " 
.. 

~ 17 4.3 3.0 1.4 C ，， ,., 

，， 18 4.8 3.3 1.6 C ，， .. 
，， 19 4.6 2.2 1.4 D ,,. ,,. 

，， 20 4.4 2.4 1.5 C .,. .. 
~ 21 - 4.0 3.5 1.0 C ，， ，， 

~ 22 4.3 2.0 1.5 D ，， ，， 

,,. 23 4.7 2.6 1.3 C ，， ，， 

，， 24 4.0 2.9 1.1 C ，， ，， 

~ 25 4.4 2.5 1.5ヽ C .. ，，（タテに溝）
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出土遺構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

2号墳丘墓1号棺 26 破損 C ガラス小玉 コバルトプルー（破損）

，， 27 4.2 3.2 1.5 C .. ，， 

.. 28 4.8 4.0 1.6 C .. .. 
，， 29 4.4 3.3 i.5 C ，， ，， 

~ 30 4.6 3.9 1.4 C ，， .,. 

,,. 31 4.3 2.9 1.4 C ，， ，， 

，， 32 4.8 3.6 1.5 C ~ ，，， 

3号墳丘墓3号棺 1 破損 C ガラス小玉 コバルトプルー（破損）

，， 2 4.2 3.4 1.6 C ，， ,., 

，， 3 4.4 3.1 I.I C ，， ，，（タテに無数の白スジ）

，，， 4 4.5 3.8 1.1 C ，， .. 
.. 5 4.3 3.1 1.5 C .. ，， 

~ 6 4.8 3.7 1.1 C " 
,,. 

，， 7 4.5 3.9 1.2 C ，， .,. 

，， 8 5.4 3.4 1.9 C ，， ，， 

，， ， 4.6 2.6 1.0 C .. ,,. 

，， 10 5.2 3.9 1.4 C ,., .. 
，， 11 5.3 3.1 1.5 C .. ，， 

,,. 12 5.6 4.1 1. 7 C ，， .. 
,., 13 5.2 3.7 1.4 C .. ，，（タテスジ）

.. 14 4.8 4.6 1.6 C ,., ~ 

，， 15 5.3 4.0 1.4 C ，， ，， 

.. 16 破損 C ，， ，，（破損）

,. 17 5.0 4.2 1..7 C ~ .,. 

,., 18 5.3 3.5 1.5 C ~ 
.,. 

19 1.2 E 
，， ，， 

~ 4.5 4.3 
（孔周辺平坦） （色薄い灰色に近い）

，， 20 4.9 4.5 2.0 C ~ .,. 

.. 21 4.2 3.5 1.2 C ，， ，， 

4号墳丘墓4号棺 I 4.2 
厚2.7

1.0 勾玉 材質不明淡緑色片面穿孔
長9.2

，， 2 2.9 6.4 1.1 細管 グリーンタフ 白緑色両面穿孔
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出土遺構 No. 径 mm 厚（長） mm 孔径 mm 分類 備 考

4号墳丘墓4号棺 3 2.8 9.1 1.4 細管 グリーンタフ 白緑色両面穿孔

.. 4 2.9 10.2 1.1 4 <- (1部欠） ，， 

,,. 5 2.9 10.2 1.1 .. <- ,,. 

，， 6 2.5 6.9 1.4 ~ ，， ，，， 

，， 7 2.4 8.1 0.9 ，， ,., ，，（面取）

" 8 2.7 8.4 1.3 ,,. ，，（一部ケズリ） ，， 

，，， ， 2.9 7.9 1.1 .. ，， ，， 

，， 10 3.1 10.0 1.0 ,., <- .. 
，， 11 3.0 6.4 0.9 4 .,. 會ヽ

,., , 
12 3.0 10.4 1.2 .. .. (サピ付着） ，， 

，， 13 2.8 9.8 1.1 "' .. ヽ

~ 14 2.8 7.5 1.0 ，， "' 
.,. 

，， 15 2.8 8.6 1.4 ,., ~(一部欠損）

，， 16 3.0 7.6 1.0 ，， ，， .. 
，， 17 2.2 7.1 1.0 ,., ,., (キズ） .. 
，， 18 2.3 8.6 1.2 (, ，， ，， 

，，， 19 2.2 7.2 0.9 ~ 

" 
.,. 

，，， 20 2.2 7.9 1.0 ，， ~ ,,. 

僅理時にNof寸す）
21 2.2 5.6 1.1 ，， ，， ~ （カクラン土中より出土）

（ ，， ） 22 2.5 7.6 1.1 ,., ,., 4 

（ .. ） 23 3.1 5.9 1.0 ,,. ，， 
" 

（ ，， ） 24 2.9 8.2 1.0 .. ,. ,., 

（ ，， ） 25 2.8 8.9 1.1 細管
グリーンタフ 白緑色
管玉（一部欠） 両面穿孔

（ ，， ） 26 2.8 10.6 1.4 ,,. ，， ，， 

＇ 
（ " ） 27 2.9 8.9 1.2 ，， ，， ，， 

（ 4 ） 28 3.1 7.3 1.0 ，， <- ~ 

（ ,,. ） 29 2.7 5.2 1.1 ，， ，，， 

* 

（ <- ） 30 3.1 10.7 1.1 ~ 

" 
,., 

C地区住 1 3.7 11.9 1.4 細管 管グ玉リー両ン面タ穿フ孔白緑色
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表12 徳永川ノ上墳墓群出土鉄器一覧表

No. 名称 出土遺構
法 旦旱 cm 

特 徴
全長 最幅 最厚

1 剣 I-5号墓 31.1 2.6 0.4 目釘穴、切先反る

2 剣 II1一墳丘中央 33.7 3.15 0.5 切先が反る

3 剣 4-3号棺 現 18.0 3.1 0.7 切先が反る

4 剣 4号墳丘墓上 現 7.7 3.15 0.7 

5 剣 4号墳丘墓上 現 3.6 3.5 0.7 切先近く

6 素環頭刀子 I-6号墓枕 21.45 1.3 0.25 

7 刀子 I-6号墓 現 6.9 0.85 0.25 

8 柳葉形鏃 I-6号墓 現 5.2 1.9 0.3 

， 刀子 I-8号墓 現 8.4 0.85 0.2 

10 鏃 I -11号墓 現 3.2 0.4 0.2 ネ土’ ’ 

11 刀子 I -13号墓 現 9.3 1.0 0.2 

12 刀子 I -13号墓 12.0 1.35 0.25 

13 刀子 ill-18号墓 7.7 1.0 0.25 鹿角柄

14 刀子 N-19号墓 12.0 1.15 0.25 

15 刀子 N-20号墓 11.6 1.3 0.3 

16 茎（刀子） N-21号墓 現 5.4 1.4 0.3 茎残欠

17 刀子 N-21号墓 現 3.2 1.4 0.3 身残欠

18 刀子 V-22号墓 10.6 1.0 0.2 

19 刀子 V-24号墓 5.45 0.85 0.2 

20 柳葉形鏃 V-2号甕棺墓 7.8 2.0 0.25 透孔

21 刀子 vー集石遺構 現 5.0 1. 7 0.35 

22 三角形鏃 2号墓 現 11.2 3.0 0.28 

23 長頸鏃 2号墓 現 12.8 0.78 0.2 

24 釣針 VI-42号墓棺外 10.4 3.3 0.35 

25 釣針 VI-42号墓棺外 7.0 2.7 0.35 

26 釣針 VI-42号墓棺外 9.9 3.2 0.4 

27 釣針 VI-42号墓棺外 11.4 3.2 0.35 

28 釣針 VI-42号墓棺外 現 5.6 (3.0) 0.38 小石付

29 圭頭形鏃 VI-42号墓棺外 6.8 1. 7 0.2 
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No. 名称 出土遺構
法 旱旱 cm 

特 徴
全長 最幅 最厚

30 柳葉形鏃 VI-42号墓 16.8 3.5 0.4 透孔

31 刀子 VI-42号墓 14.2 1.65 0.3 

32 素環頭刀子 Vll-43号墓 16.9 1.05 0.3 

33 素環頭刀子 VH-44号墓 現6.2 0.8 0.25 

34 柳葉形鏃 Vll-44号墓 15.2 2.65 0.3 透孔

35 錨 Vll-53号墓 現19.4 0.85 0.15 

36 柳葉形鏃 W-53号墓 現5.4 0.9 0.2 

37 柳葉形鏃 VllIー27号墓 12.15 2.85 0.35 透孔

38 圭頭形鏃 Vlllー27号墓 8.85 2.5 0.3 

39 柳葉形鏃 IX-31号墓 14.0 現2.4 0.4 透孔

40 柳葉形鏃 IX-31号墓 11. 7 2.35 0.28 透孔

41 刀子 IX-31号墓 8.6 1.1 0.25 

42 刀子 JX-32号墓 現7.3 1.5 0.25 

43 袋状斧 X-35号墓棺外 8.0 4.4 1.7 

44 錨 X-35号墓 現15.3 0.95 0.2 

45 手鎌 X-41号墓 1.3 9.25 0.6 

46 刀子 XI-62号墓 現11.6 1.4 0.3 

47 袋状斧 1ー主体部 6.3 3.1 2.0 

48 袋状斧 1一墳丘 5.9 3-;5 2.1 

49 維 1-1号棺 20.4 1.1 0.35 布付着

50 刀子 2-1号棺 9.25 0.9 0.2 研減り

51 柳葉形鏃 3-1号棺 7.9 1. 7 0.28 

52 圭頭形鏃 3-1号棺 12.45 2.9 0.32 

53 刀子 3-3号棺外 8.75 0.85 0.2 

54 圭頭形鏃 3-4号棺 13.0 5.45 0.3 透孔

55 圭頭形鏃 3-9号棺 7.35 1.9 0.25 

56 錨 4号墳丘墓周溝 現12.7 1.0 0.2 

57 刀子 4-1号棺 8.6 0.9 0.2 

58 柳葉形鏃 4-3号棺 14.8 2.3 0.35 透孔

59 柳葉形鏃 4-3号棺 14.3 2.35 0.3 透孔

60 柳葉形鏃 4-4号棺上 現8.3 3.1 0.45 
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No. 名称 出土遺構
法 旱旱 cm 

特 徴
全長 最幅 最厚

61 素環頭刀子 4-4号棺 23.95 1.4 0.33 

62 鏃 北ー 2号墓 現4.0 0.3 0.3 茎

63 刀子 北ー 2号墓 現2.0 0.9 0.2 

64 刀子 北ー 2号墓 現1.4 0.7 0.2 

0ヽ;)『 刀子 北ー 2号墓 現1.2 0.7 0.2 

66 刀子 II-15号墓 紛失

67 刀子 V-2号甕棺墓 紛失
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福岡県出土青銅器などの鉛同位体比測定結果

国立歴史民俗博物館 齋藤努

1. はじめに

福岡県教育庁柳田康雄氏より依頼のあった、福岡県内出土の青銅器29点およびガラス 1点に

ついて鉛同位体比を測定したので報告する。

2. 資料

青銅器資料は、いずれも錆片として提供されたものを分析に用いた。ガラス資料も小片とし

て提供されたものを分析に用いた。

3. 方法

国立歴史民俗博物館において最近新たに開発された「高周波加熱分離一鉛同位体比測定法」

1、2)を用いて分析を行った。この方法によれば、従来法に比べ、低ブランクで迅速（鉛の分離

に要する時間：約15分）に、高精度な測定を行うことが可能である。

4. 結果

鉛同位体比の測定結果を資料番号、分析番号、資料の種類、出土地とともに表13に示した。

分析番号は当博物館で独自につけたものである。図中に示した番号は、この表13の資料番号で

ある。測定結果は、これまでに報告されている東アジア青銅器のデータと比較するために、馬

淵、平尾たちの方法3-6)に準じて図示した。ここでは、縦軸に20sPb/206Pb、横軸に201Pb/206Pb

をプロットする「A式図」を用いた。この表示法によれば、弥生時代～平安時代における青銅

器の鉛同位体比の変遷を、下記のように示すことができる5、6)。すなわち、

A: 弥生時代に将来された前漢鏡の範囲（華北の鉛）

B: 後漢・三国時代の舶載鏡の範囲（華中～華南の鉛）

c: 日本産鉛の範囲

D: 弥生時代に将来された多紐細文鏡、細形銅剣などの範囲（朝鮮半島の鉛）

図 1-図3中の記号A-Dは、これらに対応する。
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(1) 舶載鏡

図 1に示したとおり、方格規矩鏡（資料 1、 5、8、 9)、内行花文鏡（資料 6、10、13、

14、20)が、領域A、Bにかけて分布している。これは、これまでの報告と一致する結果であ

る3、4)。ただし、資料6のみは通常の華北の鉛の範囲とされている領域Aよりわずかに下にプ

ロットされる。連弧文鏡（資料26)のデータは領域AとBの間にプロットされているが、これ

も、連弧文鏡や方格規矩鏡、細線式獣帯鏡など前漢末期ないし後漢初期から作られたとされる

鏡のデータがA-Bの領域に広く分布するという従来の報告と整合する3、4)。他の青銅鏡（資

料 2、3、7、11、15、18、19、25、27、28、29) はすべて、後漢中期以降のグループである

領域Bにグルーピングされる。

(2) f方製鏡

図2に示したとおり、小形佑製鏡4点のうち、 2点（資料12、16) の値は領域Aに入り、こ

れまでの報告と一致している3, 4, 6)。資料17のデータは領域Bにプロットされた。このような、

例外的なデータとしては馬淵、平尾による、久留米市西屋敷遺跡出土の小形佑製鏡の測定例が

あり、関連性が考えられる叫また資料 4のデータは領域A、Bの中間にきており、これも小

形佑製鏡として例外的な値ではあるが、資料 4は今回提供された資料の中で最も微量（＜

1 mg) であり、また錆であることを考慮すると汚染を受けている可能性も高いので、再測定を

含めて、検討の必要があると思われる。方墳出土の佑製鏡（資料 7) は領域Bに入り、従来の

研究結果と一致する。

(3) 多鉦細文鏡

2点の資料（資料21、22) は、いずれも朝鮮系遺物のライン上にのり（図 3)、朝鮮半島の

原料と考えられる。

(4) 中国式銅剣

資料23、24はいずれも領域Aにプロットされ（図 3)、中国華北産鉛を原料としていたと判

断される。

(5) ガラス

資料30は、 A式図（図 3) では領域 BとCの重なる部分に位置するが、 201Pb/zo4Pbと

206Pb/zo4Pbの関係 (B式図）から判断して、領域Bに含まれ、華中～華南の鉛を使用してい

たと考えられる。
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5. まとめ

大部分の資料については、従来の研究と整合する結果が得られた。小形佑製鏡において、領

域Bに位置する例外的な値をもつものが 1点検出された。

参考文献

1)齋藤努、田口勇：日本文化財科学会第11回大会研究発表要旨集、 91(1994) 

2) Tsutomu SAITO:The Third International Conference on the Beginning of the Use of Metals and Alloys, 40 

(1994) 

3)馬淵久夫、平尾良光： MUSEUM、370、4 (1982) 

4)馬淵久夫、平尾良光： MUSEUM、370、16(1982) 

5)馬淵久夫、平尾良光：考古学雑誌、 73(2)、199(1987) 

6)馬淵久夫、平尾良光：考古学雑誌、 75(4)、385(1990) 
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徳永川ノ上遺跡の赤色顔料について

福岡市埋蔵文化財センター 本田光子

1 はじめに

川ノ上遺跡の墳墓から出土した赤色物について、その材質と状態を知るために顕微鏡による

観察および蛍光X線分析を行った。

墳墓出土赤色顔料に関する現在までの知見に依れば、赤色物は鉱物質の顔料であり、酸化第

二鉄Fe凸を主成分とするベンガラと、赤色硫化水銀HgSを主成分とする朱の 2種が用いられ

ている。これ以外に古代の赤色顔料としては、四三酸化鉛を主成分とする鉛丹があるが、出土

例はまだない。

川ノ上遺跡では、弥生時代終末から古墳時代初頭の墓95基のうち63基に赤色顔料が認められ

ている。そのうち58基の墓から計134点の試料が採取されているので、調査を行った。試料の

採取位置等一覧と分析結果および所見を表14に示した。

2 試料

赤色顔料が認められた墓については発掘調査時に、赤色の色合いが異なる部位、特に濃い部

分等を区別し、床面の赤色部分は頭、腹、足と三分割して採取されている。これらの試料は膨

大な量であり、約百のコンテナに満杯であった。ほとんどが肉眼ではベンガラと思われる赤色

の粉末が土に混じった状態である。乾燥後、各々から赤色顔料の凝集した小塊を選び出し、さ

らに残りを縮分して20-30g程度の赤色顔料と土が混じったものを採取した。採取地点 1ケ所

についてこれら 2種の試料の顕微鏡観察をおこなった。蛍光X線分析には、後者をメノウの乳

鉢で粒度を揃え、薬包紙に包んで試料とした。

3 顕微鏡観察

実体•生物顕微鏡により落射光・透過光40-400倍で検鏡した。検鏡の目的は、赤色顔料の

有無・状態・種類、粒度等を観察するものである。三者は特に微粒のものが混在していなけれ

ば、粒子の形状、色調等に認められる特徴の違いから、検鏡により経験的に見極めがつく。

朱は、やや角張った形状、落射光観察に認められる独特の反射・光沢、透過光観察時の透明

度および赤色の濃淡の調子等から判断した。はっきりと朱の特徴を持つ粒子を認めることがで

きた試料は少なく、朱の使用量が多く凝集していたものや、ベンガラが少なかったものだけで
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あった。比較的大きな朱粒子も表面をベンガラの微粒子が覆っていたり、あるいはきわめて微

粒の朱粒子については判断できなかった。ただし、蛍光X線分析の結果で水銀が検出されたも

のについては丹念に検鏡を行い、すべて朱粒子を確認した。蛍光X線分析で水銀？については、

検鏡で朱粒子をはっきり認めることができなかった。

ベンガラは、粒子が小さく光学顕微鏡では細かい特徴を判断することは難しいが、赤色の色

調、透明度、形状等から判断した。透明で中空のいわゆるパイプ状粒子は認められなかった。

4 蛍光X線分析

赤色物の主成分元素の検出を目的として実施した。九州産業大学総合機器センター設置の理

学電機工業（恥製蛍光X線分析装置システム3511を用い、 X線管球；クロム対陰極、印加電圧；

50kV、印加電流； 50mA、分光結晶；フッ化リチウム、検出器；シンチレーション計数管で測定

を行った。

試料には赤色顔料の主成分元素としては水銀と鉄が検出された。この他主として混入の土砂

に由来する元素は省略した。ただし、鉄は土砂部分にも必ず含まれるので、赤色顔料由来のも

のとの区別は蛍光X線強度から判断することになる。なお、鉛丹の主成分元素である鉛は検出

されなかった。

5 結果と考察

弥生時代から古墳時代の墳墓での赤色顔料は、主として床面での検出状況から次のように大

きく三つに分かれる。

a類朱だけが出土する

b類朱とベンガラが出土する

c類 ベンガラだけが出土する

川ノ上遺跡での赤色顔料検出タイプはこれに従って表に示した。また、赤色顔料が認められ

た墓の割合、赤色顔料検出タイプの比率、棺型式と赤色顔料検出の関係、副葬品を持つ墓の赤

色顔料検出タイプについて、図に示した。比較のために北九州市高津尾遺跡・(16区）の赤色顔

料調査例についても、同様の図を示す。川ノ上遺跡では a類の墓がない。 b類と C類の墓から

なり、前者の方が後者より多い。箱式石棺墓では、 b類の方が C類より多く、副葬品を持つ墓

は前者に集中し後者には 1基もない。ただし、石蓋土堀墓や木蓋土城墓では特に変わりない。

高津尾遺跡 (16区）では北地区と南地区で赤色顔料の検出状況が大きく異なる。北には a類

があるが、南は b、C類だけであり、川ノ上遺跡の状況とよく似ている。南地区は丘陵の高所

に北地区とは分離して営まれており、溝による区画も持つ等の点で、北地区よりも優位の集団
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と考えられる。現在までの分析例から言えば、むしろ a類朱だけというタイプをまったく持た

ず、 bとC類からなる川ノ上遺跡や高津尾遺跡 (16区）南地区での状況が、北九州地方では後

期中頃以降通有のものである。これに対して、山陰から北陸、瀬戸内から近畿地方までは、少

ない分析例ではあるが圧倒的に a類が主流である。地域による赤色顔料検出タイプの違いにつ

いては、西日本各地の赤色顔料分析例が増加した段階であらためて論じたい。

ところで、赤色顔料検出タイプからみると、その使われ方には以下のような状況が推定され

る。「予め薄くベンガラが敷かれた床に、すでに別の場所で微量の朱を施された遺骸を置き、

さらに上半身に大量のベンガラを散布する」か「すでに別の場所で微量の朱を施した遺骸を床

に置き、上半身を中心に大量のベンガラを散布する」かである。川ノ上遺跡の各々の墓での赤

色顔料の種類と使われ方は、表の所見に推定した通りである。

なお、 b類の朱とベンガラは通常、顕微鏡下で面あるいは層で分離する事が出来、それぞれ

の使用に時間差を捉えることが可能である。しかし、本例では 3、4号墳丘墓など比較的朱が

多く使われていた墓だけでしか分離できなかった。他はベンガラと土と朱が混じりあい、朱と

ベンガラの分離が不可能であった。ベンガラの量が多すぎたからなのか、埋没過程あるいは埋

蔵環境によるのか不明である。しかし、ほとんどの墓でベンガラは床面全体から検出されるが、

朱は頭胸部周辺からだけであった。また、土器内のものはベンガラだけで朱は含まないことな

どから推察して、両者が分離できないのは、ベンガラと朱を使用前に混ぜた結果であるとも思

えない。土器に厚く残るベンガラは、あらかじめ朱を施した遺骸の上から撒いた液状のベンガ

ラの残りかもしれない。

6 まとめ

1 赤色顔料を持つ墓が全体の60%を占める。

2 a類：朱だけを持つ墓がない。

3 b類：朱とベンガラを持つ墓70%、 C類：ベンガラだけを持つ墓30%がある。

4 箱式石棺墓で、副葬品を持つものは b類に限られる。

5 箱式石棺墓で、他に比べて副葬品を持つものはベンガラの量が多い。 4号墳丘墓 4号墓は

朱、ベンガラともに特に多い。

6 墓城側の土器群は、遺骸の上半身に液状のベンガラを撒くという埋葬像礼に使用したのか

もしれない。
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表14 赤色顔料の試料一覧と分析結果および所見

試 試料の 顕微鋭観察 蛍光対乱分析 赤色顔料の 赤色顔学
献瑾勘細蒻 棺形式 副葬遺物 の 所 見

番号 採取位置 朱 ベンガラ 水銀 鉄 種類 臨タイブ

1 頭部 ？ ＋ ？ 十 ベンガラ 遺骸の胸部に朱を施す

＇ 床面にペンガラを塗布、
2 I号墳墓群 3号墓 腹部 木蓋 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 散布したか、あるいは、

I 遺を骸散布の上しからベンガラ
3 足郁上邸 ？ ＋ ＋ ベンガラ た。

I 

4 足部 ？ ＋ ＋ ベンガラ

5 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺す骸。床の頭面胸に部に朱を施
＇ ベンガラを

6 I号墳墓群 4号墓
腹部

木蓋
＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ

b 塗布、散遺布骸したか あ
I るいは の上半ヽ 身に

7 足部 ？ ＋ ？ ＋ ベンガラ ベンガラを散は布塗布した。
I 木蓋内部に され

8 棺内 ？ ＋ ＋ ベンガラ ていたかわからない。

， I号墳墓群 5号墓 棺内 木蓋 鉄剣 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 

10 頭部 ＋ ＋ 十 ＋ 朱、ペンガラ
I 鏡片
11 I号墳墓群 6号墓 腹部 木蓋 鉄刀子 ＋ ＋ ＋ 十 朱、ペンガラ b 

I 鉄鏃
12 足部 ＋ ＋ ベンガラ

13 
I号墳墓群 7号墓

頭部
石蓋

＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ
b 

遺骸I/)頭胸菰1こ朱、床か遺骸1こ

ベンガラにをベ塗ン布ガまラたをは塗散布布。し
14 腹部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 石蓋内面

15 頭部 ＋ 十 ＋ 十 朱、ベンガラ 遺骸1こ朱を施す。
I 

鏡鉄片刀子
床面にベンガラを塗布、

16 I号墳墓群 8号墓 腹部 木蓋 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ b 散布したか、あるいは、遺
I 王 骸の上からベンガラを散
17 棺内 ＋ ＋ 十 ＋ 朱、ペンガラ 布した。

18 頭部 ＋ ＋ ベンガラ 床面塗布に少散量布のベンガラ
＇ を したか、あ
19 

I号墳墓群 10号墓
腹部

配石 玉
＋ ＋ ベンガラ

C るいは、遺を骸散布の上から
I ベンガラ した。
20 足部 ＋ ＋ ベンガラ

I 

21 小玉周辺 ＋ ＋ ベンガラ

22 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺骸の頭胸部に朱を施

＇ 
床す。面にベンガラを塗布、23 

I号墳墓群 11号墓
腹部

木蓋 鉄
？ ＋ ＋ ベンガラ

b 散布したか、あるいは、
24 足部 ？ ＋ ＋ ベンガラ 遺骸の上からベンガラ

I を散布した。
25 棺内 ？ ＋ ＋ ベンガラ

26 頭部 ＋ ＋ ベンガラ 棺内床面にベンガラを

＇ 
羅

塗布、散遺骸布したか、あ
27 I号墳墓群 13号墓

腹部
木蓋

十 ＋ ベンガラ
C 

るいは の上からベ
I 

玉類 ンガラを散赤義土布の状ベした。 ベ28 足郁北 十 ＋ ベンガラ ンガラは で、い
I わゆる広 ンガラ
29 足棉南 ＋ ＋ ベンガラ である。

30 頭部 ＋ ＋ ベンガラ 床布面にベンガラ（少量）を塗

＇ 散布したか、あるいは、遺
31 11号墳墓群 14号墓 腹部 石蓋 ＋ ＋ ベンガラ C 骸の上からベンガラを散布

I した。石蓋内面にベンガラ
32 足部 ＋ ＋ ベンガラ を塗布。

33 頭部 十 ＋ ＋ 十 朱、ベンガラ 遺骸塗に朱布、床か遺骸1こベンガ
I 

l1号墳墓群 15号墓 石蓋 土器 b 
ラを または散布し、石蓋

34 腹部 ？ ＋ ＋ ベンガラ 内面にベンガラを塗布。

＋あり ーなし
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試料 試の 顕微鏡観察 蛍光X線分析 赤色顔料の 赤色の顔米
赤検柑遺椙 棺形式 副葬遺物 所 見

番号 採取位置 朱 ベンガラ 水銀 鉄 種類 衡クイブ

35 m号墳墓群 17号墓 棺内 石蓋 ？ ＋ ？ ＋ 朱？ペンガラ b又はC 朱は不明

36 皿号墳墓群 18号墓 棺内 木蓋 鉄刀子 ＋ ＋ ベンガラ C 床又は遺骸にペンガラを籠す。

切 m号墳墓群 46号墓 棺内 木蓋 ＋ ＋ ベンガラ C 床又は遺骸にペンガラを薦す。

38 w号墳墓群 19号墓 棺内 石蓋 鏡、刀子 ＋ ＋ ベンガラ C 床又は遺骸及び釦村にペンガラ

39 w号墳墓群 2吟墓 棺内 石蓋 刀子、玉 ＋ ？ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b ベンガラは少量

40 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺す骸。の頭胸部に朱を施

41 腹部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ
床面ある塗いに布はも遺又ベ骸はン散ガに布ベラ， ンガラを

42 w号墳墓群 21号墓 足部 箱石 ？ 十 ＋ ベンガラ b 石棺内面
を塗布。

43' 棺内 ？ ＋ ＋ ベンガラ

44 黒い部分 ＋ ＋ ベンガラ

45 V号墳墓群 2号墓 棺内 甕棺 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ
韓鰤鎌のに噸面もペにベにン朱ガンをガラ薦ラをす散を。塗布布。、遺骸b 

46 V号墳墓群 3号墓 棺内 甕棺 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ

47 V号墳墓群 22号墓 棺内 箱石 ＋ ＋ ベンガラ C 床又は遺骸と棺内面にベンガラ

48 V号墳墓群 23号墓 棺内 箱石 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 遺骸の頭胸部に朱を施す。

49 頭部 十 ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ
床面あるいは遺骸散布にベン
ガラを塗布又は 。石

V号墳墓群 24号墓 箱石 鉄刀子 b 棺布。内面にもベンガラを塗
50 腹部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ

51 V号墳墓群 63号墓 足側東 土壊 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 鵬I凍醒疎1こベンガラ

52 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ

遺床蓋ガ骸面内ラの面あをの塗るに頭い布も都ベは又に遺はン朱骸散ガを布にラ施ベ。をす石塗ン。
53 V1号墳墓群 28号墓 腹部 石蓋 ？ ＋ ＋ ベンガラ b 

54 足部 ？ ＋ ＋ ベンガラ 布。

55 頭部 鉄鏃
＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺骸の頭部に朱をを施塗し布、床散面布、

I VI号墳墓群 42号墓 石蓋
釣針

b 遺骸にベンガラ

56 棺内 ＋ ＋ ベンガラ 石蓋内面にもペンガラ

57 ＂号墳墓群 43号墓 腹部 石蓋 素環頭 ＋ ＋ ベンガラ C 床か遺骰、石劃勺面にベンガラ

58 V11号墳墓群 44号墓 腹部 石蓋 鏃、刀子 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ b 頭麟1こ朱、棺内酉にペンガラ

59 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ 遺骸の頭胸部に朱を施
I 

床す。面ある塗い布は遺又骸は散に布ベ。60 VII号墳墓群 47号墓 腹部 土壊 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 
I ンガラを
61 足部 ？ ＋ ＋ ＋ ベンガラ

62 V11号墳墓群 48号墓 南側 石蓋 ＋ ＋ ベンガラ C 床か遺骸、石蓋内面にベンガラ

63 V11号墳墓群 52号墓 頭部 石蓋 ＋ ＋ ベンガラ C 床か遺骰、及び石蓋1こベンガラ

64 V11号墳墓群 53号墓 棺内 木蓋 鏃、錨 ＋ ＋ ベンガラ C 床か遺骸にベンガラ

65 V11号墳墓群 54号墓 棺内 木蓋 ， ＋ ？ ＋ ＋ 朱（ペンガラ） b 遺骸に朱、ベンガラは不明

66 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺す骸。の頭胸部に朱を施
I 

67 冒号墳墓群 27号墓 腹部 木蓋 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ b 床面ある塗い布は遺又骸は散に布ベ。
I ンガラを

68 足部 ？ ＋ ＋ ベンガラ

＋あり ーなし
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試料 試料の 顕微鏡観察 蛍光x.t分析 赤色顔料の 赤色顔料
赤細蒻 棺形式 副葬遺物 の 所 見

番号 採取位置 朱 ベンガラ 水銀 鉄 種類 饂クイプ

69 頭部 ＋ ＋ ベンガラ 床面ある塗い布は遺又骸は散に布ベc 
I 糧号墳墓群 55号墓

木蓋
C ンガラを

70 腹部 ＋ ＋ ベンガラ

71 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ 遺骸の頭胸部に朱を施す。
IX号墳墓群 30号墓 木蓋 b 

床面あるいは 1・遺十-番『骸-右・に-・ペン72 足部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ ガラを塗布又

73 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺骸に朱を塗を施布、し散、床布面しにペ
ンガラ たか、

74 腹部 十 ＋ ＋ 十 朱、ベンガラ

あるいをラ量は散を遺は布塗骸頭。布のく石。上腹棺朱かく内、足面ベらベIX号墳墓群 31号墓 箱石
鉄鉄刀鏃子

b ンガラ に
75 足部 ＋ ＋ ＋ 十 朱、ベンガラ ベンガ ン

ガラの な
76 棺内 ＋ ＋ ベンガラ ので、頭位は逆か。

77 x号墳墓群 35号墓 棺内 箱石 鉄斧、施 ＋ ＋ ＋ 十 朱、ペンガラ b 遺骸に朱、ベンガラは少量

78 頭部
手鎌 ＋ ＋ ベンガラ 床あるいは遺は骸散にペンガラ

を塗内面布にまた 布しをた塗。布石。79 
x号墳墓群 41号墓

腹部 石蓋 土器
＋ ＋ ベンガラ

C 
蓋 もベンガラ

80 XI号墳墓群 4号墓 棺内 甕棺 ？ ？ 蝉顔料はなし

81 XI号墳墓群 39号墓 棺内 石蓋 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 遺骸に朱。ベンガラは少量

82 中央 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺骸の頭胸部に朱、床

83 
XI号墳墓群 62号墓 東側 土城

？ ＋ ？ ＋ ベンガラ
b あるいは遺、骸散布にベンガ

ラを塗布 した。

84 1号墳墓 舟形木棺 棺内 舟形木 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 遺骸に朱ベンガラは少量

85 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱ベンガラ

朱服胸ペ布身、儲部＞ンしペ足たをにガン特で中かラガ心，あにはあラ多るに床のる，朱く面量遺い塗をの鼠は"施布上遺頭の，し頭半散骸＞ 、
86 中央 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ

鏡
87 2号墳丘墓 1号棺 足 箱石 鉄刀子 ？ 十 ＋ ベンガラ b 

玉
88 鏡周辺 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ の上半身にベンガラを

散布したのか。石棺内面
89 刀子周辺 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ にベンガラを塗布。

90 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ
遺床ベ面骸ンガのの上ラ頭の半部量身には側朱頭に、ペ＞特腹ンに＞ガ多足ラく。塗は

91 2号墳丘墓 2号棺 腹部 木蓋 ？ ＋ ？ ＋ ベンガラ b 

92 足部 ？ ＋ ？ ＋ ベンガラ
布の上、・散半布身しにたベかン、ガあラるをい散は布遺。骸

93 北 ＋ ＋ ベンガラ 遺骸II)頭胸部に朱を篇し、床

94 2号墳丘墓 3号棺 中 石蓋 ＋ ＋ ベンガラ b 
面にベンガラを遺塗骸布、の散布し
たか、あるいは 上から
ベンガラを骰盾。石蓋内面に

95 南 ？ 十 十 ＋ 朱？、ベンガラ ベンガラを塗布。頭位は南か。

96 麟（特朱） ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ

遺あラし骸、るを棺塗いの頭布内は胸床、遺部面散骸布のにに朱を施ベンガ
97 3号墳丘墓 1号棺 腹部 箱石 鉄鏃2 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b したか、

上から
98 足部 ？ 十 ？ ＋ ペンガラ ベンガラを散布。石塗棺布

内面にベンガラを
99 饂（蘇） ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ

3号墳丘墓 2号棺 石蓬 b 
101 棺外 ＋ ＋ ベンガラ

101 棺内 甕棺 刀子 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ 遺骸の頭胸布菰、に朱遼骸、棺全体内面ににベ
3号墳丘墓 3号棺 b ンガラを塗 ベン

102 棺内面 甕棺 玉 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ ガラを散布。ペンガラは多量

＋あり ーなし
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試料 試湘の 顕微鏡観察 蛍光X線分析 蝉顔料の 赤色の顔料
赤鰭料の検阻遺構 棺形式 副葬遺物 所 見

番号 採取位置 朱 ベンガラ 水銀 鉄 、種類 検出タイプ

103 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ
鰈少布量しののた則ベか、ン翔ガあ屈にラる多いを量床は面遺の骸朱に塗のを薦布上す、か。散らI 

104 3号墳丘墓 4号棺 腹部 ‘石蓋 鉄鏃 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 

＇ 
骰。

105 棺内 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 石訥面にベンガラを塗布。

106 東 ＋ ＋ ベンガラ 床面にベンガラを塗布。あ
るいは散布したか、または

107 3号墳丘墓 5号棺 西 石蓋 ＋ ＋ ベンガラ C 遺骸の上からベンガラを散
布したのか。石蓋内面にも

108 蓋石用溝 ＋ ＋ ベンガラ ベンガラを塗布。

109 3号墳丘墓 6号棺 棺内 石壷 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 
遺ン骸ガのラ一を部床やこ朱遺骸を箇全体し、に少散量布の。蓋ベ

llO 3号墳丘墓 7号棺 西 石蓋 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b 内にもベンガラを使月か。

111 3号墳丘墓 8号棺 棺内 甕棺 ？ ＋ ？ ＋ 朱？、ペンガラ bかC 棺内面にはベンガラ、遼骸II)おそ
らく頭胸菰には朱を篇し、全体に

112 3号墳丘墓 10号棺 下甕内 甕棺 十 ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b はベンガラを散布した

113 頭部・ ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺骸の頭胸蔀1こ朱を憶し、棺内
床面にベンガラを塗布、散布し

114 腹 ＋ ＋ ＋ 十 朱、ペンガラ たか、あるいは遺骸の上からベ

刀子 ンガラ塗を布骰。布ぷ棺内面にペン
115 4号墳丘墓 1号棺 足 箱石

鉄錨
＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b ガラを

朱の量は頭く腹く足である。遺
116 床面 ？ ＋ ＋ 朱？、ベンガラ 骸が1体であれば頭位は逆で

117 東側土器群 ＋ ＋ ベンガラ
あろ性うか追位置II)2体埋葬II)

可能 もあろうか。

118 4号墳丘墓 2号棺 床 箱石 十 ＋ ベンガラ C 棺内面、床（遺骸）にベンガラ

119 4号墳丘墓 3号棺 棺内 箱石 鉄鎌鏃2 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ b 棺にベンガラ、遺骰に朱、ペンガラ

120 頭部 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ 遺量骸の朱の一を部施を中心に多床
す。棺内

121 石枕の下 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 面にペンガラを塗布、
散布したか、あるいは

122 中側骨周辺 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 遺を骸散布の上からベンガラ
石棺内面にベン

123 足元骨周辺 ＋ ＋ 十 ＋ 朱、ベンガラ

ガラ量格辺を段塗はに布他まと多。のと墓いま。っに
朱の 比べ

124 足先
鏡

＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ
鏡て周、辺に 頭た量、

素環頭
125 4号墳丘墓 4号棺 床面 箱石 十 ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ b が認められる。

匹 ベンガラの量て多も他に比
126 棺内 ＋ ＋ 十 十 朱、ペンガラ べて、極め い。多特い

東に側、枕、器鏡群の下に
127 棺内東側 十 ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ 土 の、周囲に

残っていたものはベン
128 棺内西側 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ ガラである。着土残器存の内

＇ 面に厚のく付も して
129 鏡周辺 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ いたも ベンガラで

＇ 
ある。

130 鏡下 ＋ ＋ ＋ 十 朱、ベンガラ
I 

131 鯛辺（特朱） ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ペンガラ
I 

132 萄詞籾子周 ＋ ＋ ＋ ＋ 朱、ベンガラ

＇ 
133 東側土器群 ＋ ＋ ベンガラ

134 4号墳丘墓 5号棺 石材 箱石 ＋ ＋ ベンガラ C 棺内面をベンガラで塗布

135 5号墳丘墓 西周構底 甕内 十 ＋ ベンガラ C 甕内にベンガラが残存している

＋あり ーなし
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赤色顔料を持つ墓の割合

棺型式と赤色顔料

C: ベンガラ

赤色顔料の検出タイプ

副葬品と赤色顔料

2
0
1
8
1
6
1
4
1
2
1
0
8
6
4
2
0
 

箱式右棺墓 ・ 木蓋土墳墓 ・ 配石土墳募 ・ 割竹形木棺
石蚕土墳墓 土墳墓 甕棺墓

圏 a:朱 園 b:朱とベンガラ歴IC: ペンガラ

40 

30 

20 

10 

副葬品あり 副葬品なし

匿 a:朱 朧 b:朱とベンガラ圏 c:ベンガラ

川ノ上遺跡出土の赤色顔料

北地区

南地区

赤色顔料の検出タイプ

1
8
1
6
1
4
1
2
1
0
8
6
4
 

゜

8

6

4

2

0

8

6

4

 

1

1

1

1

1

 

北地区

箱式石棺 石蓋士墳墓 土墳墓 配石土墳墓 木・棺

箱式石棺 石蓋土墳墓 土墳婁 配石土墳募 木棺

闊 a:朱 薗 b:朱とペンガラ区!C: ペンガラ

棺型式と赤色顔料

北九州市高津尾遺跡出土の赤色顔料
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一般国道10号線椎田道路関係埋蔵文化財調査報告第7集

徳永JIIノ上造跡II 正誤表

本文中に誤りがありましたので以下のように訂正いたします

誤 正

例言下から2行目 同位対比 同位体比.. .. 

P33 10行目 46号墓（図版35・1、第図46) 46号墓（図版35・1、第69図46).. ．． 

折り込み第112図

土層断面N・N'右下 中世1号 中世1号土擦墓
．．． ．．． 

折り込み第145図 5号墳丘墓遣構配置図 5号墳丘墓遺構実祠図.. .. 

Pl83 2号墓（図版99、第195図2) 2号墓（図版99、第159図2)
．．． ．．． 

P201 2行目挿図番号 144・14 148-14 
．．． ．．． 

P202 2行目挿図番号 145・34 149-34 ... ... 

P204 2行目挿図番号 146・20 150・20 
．．． ．．． 
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