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今から二千年ほど前､ 奴国の中心地として栄えていた本市には､ 弥生時代の遺跡

が多数分布しています｡ 特に､ 市の中央部から北部の一帯には､ 奴国王と王族の墓

地として知られる須玖岡本遺跡岡本地区をはじめとして､ 多数の著名な弥生遺跡が

密集しています｡ この遺跡群は南北約２キロメートルの広域に及んでおり､ その規

模もさることながら出土資料が質､ 量ともに傑出していることから､ 奴国の王都で

あったと推定されています｡

今回ここに調査結果を報告いたします須玖岡本遺跡坂本地区は､ 平成２年度の発

掘調査において弥生時代の青銅器鋳造工房跡と､ 鏡鋳型をはじめとする多数の青銅

器鋳造関連遺物が発見されたことにより､ 全国的に知られるようになった重要な遺

跡です｡ また､ その後の調査で同様な遺構が広範囲に分布していることが確認され､

当遺跡はわが国最大規模ともいえる弥生時代の青銅器工房跡であることが明らかと

なりました｡

今回は都合６次にわたって実施いたしました須玖岡本遺跡坂本地区の発掘調査の

うち､ １次及び２次の調査結果を報告することといたします｡ 弥生時代の重要な遺

跡の調査報告書といたしましては､ 決して充実した内容とはいえませんが､ 本報告

書が弥生時代研究の一資料となり､ また､ 広く一般の方々にも御活用いただければ

幸甚に存じます｡

最後になりましたが､ 発掘調査において御協力､ 御尽力をいただきました方々､

また､ 報告書作成までの間に御指導､ 御助言を賜りました多くの方々に対しまして

深甚の謝意を表します｡

平成��年３月��日
春日市教育委員会

教育長 � � � �

序



１ 本書は､ 平成２年11月28日から平成３年２月２日 (１次調査) 及び平成３年７月24日から同年９

月10日 (２次調査) にかけて春日市教育委員会が実施した須玖岡本遺跡坂本地区１次及び２次の発

掘調査報告書である｡

２ 本遺跡は１次の発掘調査以来､ 須玖坂本遺跡と呼称してきたが､ 平成15年度に須玖岡本遺跡の範

囲に含めることとなったため､ 名称が須玖岡本遺跡坂本地区に変更になった｡ また､ この名称変更

に伴い､ 各調査次数を下記のとおり変更した｡

３ 遺構の実測は､ 平田定幸､ 吉田佳広が行い､ 製図は池田由紀､ 牧平佳恵､ 伊東ひかり､ 須崎葉津

子が行った｡

４ 遺物の図面作成は､ 平田定幸､ 吉田佳広､ 井上義也､ 牧野幸子､ 齊藤礼､ 坂田邦彦 (現鳥取市教

育委員会)､ 早瀬智美､ 吉富千春､ 末田恵子､ 永岡桂､ 久保田仁美が行い､ 製図は平田､ 井上､ 吉

富､ 末田が行った｡

５ 掲載写真のうち､ 遺構は平田､ 吉田が撮影し､ 遺物については岡紀久夫に撮影を委託した｡

６ 本書に使用した５万分の１地形図は､ 国土交通省国土地理院発行の 『福岡』 である｡

７ 本書に使用した方位は､ 座標北を使用した｡ 基準点測量は㈱アジア航測に委託し､ 座標は国土座

標第２系を用いている｡

８ 本書の執筆は平田､ 吉田､ 井上､ 牧野､ 齊藤が担当し､ 編集は執筆者の協力を得て平田が行った｡

例 言

従前の名称 現在の名称

須玖坂本遺跡１次調査 須玖岡本遺跡坂本地区１次調査

須玖坂本遺跡２次調査 須玖坂本Ｂ遺跡１次調査

須玖坂本遺跡３次調査 須玖岡本遺跡坂本地区２次調査

須玖坂本遺跡４次調査 須玖岡本遺跡坂本地区３次調査

須玖坂本遺跡５次調査 須玖岡本遺跡坂本地区４次調査

須玖坂本遺跡６次調査 須玖岡本遺跡坂本地区５次調査

須玖坂本遺跡試掘調査 須玖岡本遺跡坂本地区６次調査



� ���� １

１ 調査に至る経過 １

２ 調査の組織 １� ����� ３� ����� ８

１ 調査の概要 ８

２ 遺 構 10

(１) 土 坑 10

(２) 溝 12

(３) 掘立柱建物跡 24

(４) 竪穴状遺構 31

(５) ピット 32

(６) 包含層 32

３ 遺 物 32

(１) 土 器 32

(２) 土製品 55

(３) 青銅器鋳造関連遺物 73

① 石製鋳型類 73

② 中 型 78

③ 真土質土製品 84

④ 坩堝／取瓶 90

⑤ 銅滓・銅片等 97

(４) ガラス製品生産関連遺物 98

① 石製勾玉鋳型 98

② ガラス製品製作関連器具 99

(５) 玉 類 101

(６) 鉄 器 102

(７) 石 器 104

(８) 軽 石 109

(９) 瓦 110� � � � 111

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

本 文 目 次



巻頭図版１ １次調査全景

巻頭図版２ ２次調査全景

巻頭図版３ 21号溝出土小銅鏡鋳型・３号溝出土銅戈鋳型

巻頭図版４ ８号溝出土小銅鐸鋳型・34号溝出土小銅鐸中型

31号溝出土ガラス勾玉鋳型・12号溝出土坩堝／取瓶

図版１ 須玖岡本遺跡周辺航空写真

図版２ (１) 坂本地区１次調査全景 [調査区中央～西部] (東から)

(２) 坂本地区１次調査全景 [調査区中央～西部] (西から)

図版３ (１) 坂本地区２次調査全景 [調査区東部]

(２) 調査区北西部 (南から)

図版４ (１) 調査区中央部 (南から)

(２) 調査区北東部

図版５ (１) 調査区北東部 (南から)

(２) 調査区南東部

図版６ (１) １号土坑

(２) ２号土坑遺物出土状態

(３) ２号土坑完掘状態

図版７ (１) 12号溝断面Ｂ－Ｂ�土層 (北から)

(２) ５・12号溝断面Ｃ－Ｃ�土層 (北から)

(３) 11・12号溝断面Ｄ－Ｄ�土層 (西から)

図版８ (１) 12・21～23号溝断面Ｅ－Ｅ�土層 (東から)

(２) 12・21・23号溝断面Ｆ－Ｆ�土層 (東から)

(３) 31号溝13号溝接続部付近土層 (東から)

図版９ (１) 31号溝中央部付近断面土層 (西から)

(２) 31号溝中央部付近断面土層 (東から)

(３) 31・42号溝東端土層 (西から)

図版10 (１) 31・42号溝断面Ｊ－Ｊ�土層 (東から)

(２) 33号溝断面土層 (南から)

(３) 34号溝断面土層 (南から)

図 版 目 次



図版11 (１) １号溝中型出土状態

(２) ３号溝銅戈鋳型出土状態

図版12 (１) ６～８・13号溝鋳造関連遺物出土状態

(２) ８号溝小銅鐸鋳型出土状態

(３) １・３号溝接続部付近鋳造関連遺物出土状態

図版13 (１) 12号溝土器・坩堝／取瓶出土状態

(２) 12号溝坩堝／取瓶出土状態

(３) 17号溝坩堝／取瓶出土状態

図版14 (１) 21号溝Ｉ区小銅鏡鋳型出土状態

(２) 小銅鏡鋳型出土状態

(３) 小銅鏡鋳型出土状態

図版15 (１) 33号溝遺物出土状態

(２) 31号溝石製勾玉鋳型出土状態

(３) 33号溝中層土器出土状態

図版16 (１) 34号溝石包丁出土状態

(２) 37号溝坩堝／取瓶出土状態

(３) 37号溝坩堝／取瓶出土状態

図版17 (１) ５号掘立柱建物跡・竪穴状遺構 (北から)

(２) ６号掘立柱建物跡 (北から)

図版18 (１) ６号掘立柱建物跡Ｐ１土製品出土状態

(２) ピット63鉄斧出土状態

(３) 調査区東南隅包含層鬼瓦出土状態

図版19 １・２号土坑出土土器

図版20 １～８号溝出土土器

図版21 ８～11号溝出土土器

図版22 11・12号溝出土土器

図版23 12号溝出土土器①

図版24 12号溝出土土器②

図版25 12号溝出土土器③

図版26 17・21号溝出土土器

図版27 21～23・26・27号溝出土土器

図版28 27・30・31号溝出土土器

図版29 31・33号溝出土土器

図版30 33・34号溝出土土器



図版31 34号溝出土土器①

図版32 34号溝出土土器②

図版33 35～37・39・41・42号溝出土土器

図版34 44・46～48号溝出土土器

図版35 掘立柱建物跡・竪穴状遺構・ピット出土土器

図版36 ピット出土土器

図版37 ピット・包含層出土土器

図版38 土製品

図版39 石製鋳型類①

図版40 石製鋳型類②

図版41 銅矛中型①

図版42 銅矛中型②

図版43 銅矛中型③

図版44 銅矛中型④

図版45 銅矛中型⑤

図版46 銅矛中型⑥

図版47 銅矛・銅鋤先・小銅鐸中型

図版48 真土質土製品

図版49 坩堝／取瓶①

図版50 坩堝／取瓶②

図版51 坩堝／取瓶③

図版52 銅滓・銅片等

図版53 ガラス製品生産関連遺物

図版54 鉄 器

図版55 石器①

図版56 石器②

図版57 石器③

図版58 (１) 石器④

(２) 軽石

図版59 (１) 瓦

(２) 玉類



第１図 須玖岡本遺跡と周辺の遺跡群 ４

第２図 須玖岡本遺跡坂本地区周辺遺跡分布図 ５

第３図 須玖岡本遺跡坂本地区位置図 ６

第４図 須玖岡本遺跡坂本地区１～６次調査遺構配置図 ９

第５図 １・２次調査遺構配置図 折り込み

第６図 １・２号土坑実測図 11

第７図 調査区中央部溝群遺構実測図 折り込み

第８図 調査区西部溝群遺構実測図 13

第９図 調査区北東部溝群遺構実測図 14

第10図 溝断面土層図① 15

第11図 溝断面土層図② 16

第12図 溝断面土層図③ 17

第13図 １・２号掘立柱建物跡実測図 26

第14図 ３・４号掘立柱建物跡実測図 27

第15図 ５～７号掘立柱建物跡実測図 29

第16図 掘立柱建物跡案Ａ・Ｂ実測図 30

第17図 掘立柱建物跡案Ｃ実測図 31

第18図 竪穴状遺構実測図 32

第19図 １号土坑出土土器実測図 33

第20図 ２号土坑出土土器実測図① 34

第21図 ２号土坑出土土器実測図② 35

第22図 １～６号溝出土土器実測図 36

第23図 ７～11号溝出土土器実測図 37

第24図 12号溝出土土器実測図① 39

第25図 12号溝出土土器実測図② 40

第26図 12号溝出土土器実測図③ 41

第27図 12号溝出土土器実測図④ 42

第28図 17号溝出土土器実測図 43

第29図 21～23・26・27号溝出土土器実測図 44

第30図 30・31号溝出土土器実測図 46

……………………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………

挿 図 目 次



第31図 33号溝出土土器実測図 47

第32図 34号溝出土土器実測図 48

第33図 34～37・39号溝出土土器実測図 49

第34図 41・42・44・46～48号溝出土土器実測図 52

第35図 ５・６号掘立柱建物跡・竪穴状遺構出土土器実測図 53

第36図 ピット出土土器実測図 54

第37図 遺構検出時出土土器実測図 55

第38図 土製品実測図 72

第39図 石製鋳型類実測図① 74

第40図 石製鋳型類実測図② 75

第41図 石製鋳型類実測図③ 76

第42図 中型実測図① 79

第43図 中型実測図② 80

第44図 中型実測図③ 81

第45図 中型実測図④ 82

第46図 中型実測図⑤ 83

第47図 中型実測図⑥ 84

第48図 中型実測図⑦ 90

第49図 真土質土製品実測図 91

第50図 坩堝／取瓶実測図① 92

第51図 坩堝／取瓶実測図② 93

第52図 坩堝／取瓶実測図③ 94

第53図 坩堝／取瓶実測図④ 96

第54図 銅滓・銅片等実測図 98

第55図 ガラス製品生産関連遺物実測図 100

第56図 玉類実測図 101

第57図 鉄器実測図 102

第58図 石器実測図① 104

第59図 石器実測図② 105

第60図 石器実測図③ 106

第61図 石器実測図④ 107

第62図 石器実測図⑤ 108

第63図 石器実測図⑥ 109

第64図 軽石実測図 110

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



第65図 瓦実測図 111

第66図 １・２次調査鋳造関連遺物出土分布図 折り込み

表１ 出土土器観察表 56

表２ 石製鋳型類一覧表 77

表３ 中型一覧表 85

表４ 坩堝／取瓶一覧表 95

表５ 銅滓・銅片等一覧表 99

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

表 目 次





� � � � �
１ 調査に至る経過

須玖岡本遺跡坂本地区 (以下､ 坂本地区) の発掘調査は､ 平成２年度に須玖岡本遺跡周辺の重要遺

跡確認緊急調査として､ 国・県の補助を受け実施したことを端緒とする｡

昭和60年に須玖永田遺跡が発見されて以降､ 須玖遺跡群では奴国の有力集団の墓域とされる狭義の

須玖岡本遺跡北方の低地部にも広く重要遺跡が展開することが認識されるようになっていた｡ このよ

うに須玖岡本遺跡周辺に関する新知見が急速に増加する中､ 春日丘陵に面した低地の状況を把握する

ため､ 農閑期に発掘調査 (坂本地区１次調査) を行うこととなった｡ 現地での調査は約380㎡を対象

として平成２年11月28日から翌年２月２日の約２ヶ月間にわたって実施した｡ その結果､ 過去に類例

のない夥しい量の青銅器鋳造関連遺物が出土し､ 弥生時代の大規模な青銅器工房遺跡であることが判

明した｡

その後､ 平成３年５月に１次調査地及びその東側隣接地を対象として､ 地権者から共同住宅建設の

計画が文化課へ提示された｡ 当地は青銅器工房跡が良好な状態で遺存する重要遺跡であることから､

現状保存を前提として再三協議を重ねたが､ 地権者の同意を得ることができず､ 結果的に１次調査の

東側隣接地を受託事業として､ 春日市教育委員会が発掘調査を実施することとなった｡ ２次調査は平

成３年７月24日から９月10日の間実施し､ １次調査と同様に多数の柱穴群とこれを囲繞する溝を確認､

多数の青銅器鋳造関連遺物が出土した｡ 遺跡はさらに広範囲に及ぶ様相を呈し､ 弥生時代において国

内最大規模の青銅器工房跡の存在を示すものとなった｡

なお､ 遺跡名について発掘調査以降は須玖坂本遺跡と呼称していたが､ 平成15年度に須玖岡本遺跡

の保存活用を検討協議する過程で､ 当遺跡は須玖岡本遺跡の範囲に含めることとなった｡ そして遺跡

名と範囲の整理を行った結果､ 須玖岡本遺跡坂本地区と名称を変更することとなった｡ 従って旧来の

須玖坂本遺跡２次調査を須玖坂本Ｂ遺跡１次調査に変更し､ ３次調査を２次調査に､ ４次調査を３次

調査とするなど調査次数の変更が生じている｡

２ 調査の組織

須玖岡本遺跡坂本地区の発掘調査では､ 膨大な青銅器鋳造関連遺物が出土したため､ その整理作業

に関しては長期間にわたって関わらざるを得なかった｡ また､ ６次にわたる発掘調査の報告を１冊に

まとめようと試みたが､ 諸事情により分冊にせざるを得なかった｡

春日市教育委員会が発掘調査を実施した平成２・３年度､ 報告書刊行の最終的作業を行った平成21

年度の調査体制は次のとおりである｡
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発掘調査 (平成２・３年度)

教 育 長 三原英雄

教 育 部 長 西田 譲

社会教育課長･文化課長 矢野文一

文化財係長 鬼倉芳丸

主 事 坂本智明

筒井清昭 (平成３年度)

技 師 丸山康晴

平田定幸

中村昇平

吉田佳広

嘱 託 池田洋子

報告書作成 (平成21年度)

教 育 長 山本直俊

社会教育部長 古賀俊光

文化財課長 西尾純司

文化財課長補佐兼管理係長 白水心子

管 理 担 当 主査 塩足雅弘 (～６月)・福間義彦 (７月～)

主事 山田ひとみ

文化財課長補佐兼文化財係長 平田定幸

文化財担当 主査 吉田佳広

主査 森井千賀子

主任 井上義也

嘱託 牧野幸子・齊藤礼・松田千恵

当遺跡の発掘調査に際して､ 地権者である吉村泰幸氏をはじめ地元の方々には多大な御理解と御協

力を賜り､ また､ 作業員の方々には厳しい天候に関わらず御尽力いただきました｡ 厚くお礼申し上げ

ます｡

なお､ 発掘調査とその準備､ 整理作業においては､ 元九州歴史資料館副館長渡辺正気氏､ 福岡大学

名誉教授小田富士雄氏､ 西南学院大学名誉教授唐木田芳文氏､ 國學院大學教授柳田康雄氏､ 福岡大学

教授武末純一氏､ 九州大学教授岩永省三氏､ 愛媛大学准教授吉田広氏ほか多くの方々に御指導並びに

御教示いただきました｡ ここに記して深甚の謝意を表します｡
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須玖岡本遺跡坂本地区は､ 福岡県春日市岡本１丁目78番外に所在する｡

当地は奴国の故地に比定されている福岡平野の南端に占地し､ 脊振山塊から北東へ派生した春日丘

陵が平野部へと移行するその境付近に位置する｡ 標高は18ｍ前後を測り､ 昭和30年代以前はこのあた

りから北方の低地一帯には水田が広がっていた｡

福岡平野では例年多数の遺跡が発掘調査され､ 多大な成果がもたらされているが､ 旧石器､ 縄文時

代の特筆すべき遺跡は少ない｡ 旧石器､ 縄文時代の遺跡は平野の各所に散見されるものの小規模で出

土遺物の量が僅少な場合が多く､ 獲得経済段階における人々の生活は､ この地域ではさほど活発な状

況ではなかったものと推定される｡

ところが､ 弥生時代になると､ 福岡平野は､ 列島における先進地としての地位を占めることとなっ

た｡ 特に､ 平野を潤す那珂川と御笠川との間に形成された台地や丘陵上には､ 板付遺跡や比恵遺跡群､

那珂遺跡群､ 須玖遺跡群など全国的に著名な遺跡が連続している｡ また､ 平野の東側を区切る月隈丘

陵周辺にも金隈遺跡や雀居遺跡などの大規模な遺跡が点在しており､ 奴国時代の繁栄を垣間見ること

ができる(１)｡

数多く分布する福岡平野の弥生遺跡の中にあって､ 須玖遺跡群は遺跡の規模や出土遺物の質､ 量が

卓越した内容を示している｡ 平野南部に位置するこの遺跡群は､ 多数の副葬品を有する王墓が発見さ

れた須玖岡本遺跡を中核として､ 南北約２��にわたって間断なく集落跡が展開している(２)｡ また､

当遺跡群では､ 青銅器や鉄器､ ガラス玉類を製作した工房跡の相次ぐ発見に伴い､ それらの製作に関

係した各種遺物が集中的に出土していて(３)､ まさしく奴国の王都と呼ぶに相応しい様相を呈してい

る｡ 特に須玖岡本遺跡周辺には全国で初めて弥生時代の青銅器工房跡が発見された須玖永田遺跡や､

ガラス工房跡の存在が確認された須玖五反田遺跡､ 多数の青銅器鋳造関連遺物が出土している須玖坂

本Ｂ遺跡など､ 青銅器やガラス製品等の生産に関係した資料を多数出土する遺跡が密集している｡

須玖遺跡群の北部に位置する須玖岡本遺跡には､ 王墓に隣接してその北～北西側に副葬品を高い比

率で出土する弥生時代中・後期の墳墓群があり､ 奴国の首長層の墓地とみることができる｡ 坂本地区

はこの王墓を中心とした墳墓群の北東側隣接地に当たり､ 坂本地区の調査で明らかになった大規模な

青銅器工房群は､ 奴国の首長層によって直接統轄されていたと推察されよう｡

一方､ 福岡平野における古墳時代の主要遺跡は､ 弥生時代とはやや異なった分布内容を示す｡ 古墳

時代の初期には平野中央部の那珂台地に全長80ｍの那珂八幡古墳が築造され､ その周辺には弥生時代

から継続した古墳時代の大規模な集落が存在する｡ その後､ 那珂川流域には安徳大塚古墳や貝徳寺古

墳､ 日拝塚古墳､ 東光寺剣塚古墳､ 下白水大塚古墳などの前方後円墳が相次いで築造された｡ 他方､

集落跡の状況を見ると須玖遺跡群では弥生時代が終わると突如として著しい縮小傾向が看取され､ か

わって那珂川に面した低地や台地上に新たな集落が出現する｡ 古墳時代になると平野の中枢は須玖遺
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第１図 須玖岡本遺跡と周辺の遺跡群 (1/50,000)

１ 須玖岡本遺跡 ２ 堅粕遺跡 ３ 博多遺跡群 ４ 比恵遺跡群 ５ 那珂遺跡群
６ 雀居遺跡 ７ 席田青木遺跡群 ８ 久保園遺跡 ９ 席田大谷遺跡群 10 赤穂の浦遺跡
11 宝満尾遺跡 12 天神森遺跡群 13 下月隈Ｃ遺跡群 14 板付遺跡 15 五十川遺跡群
16 井尻Ａ遺跡群 17 井尻Ｂ遺跡群 18 諸岡Ａ遺跡群 19 諸岡Ｂ遺跡群 20 高畑遺跡
21 金隈遺跡 22 仲島遺跡 23 麦野Ａ遺跡群 24 笹原遺跡群 25 大橋Ｅ遺跡
26 三宅Ｂ遺跡 27 横手遺跡群 28 曰佐遺跡群 29 曰佐原遺跡群 30 須玖遺跡群
31 石勺遺跡 32 御供田遺跡群 33 上白水遺跡群 34 中原塔ノ元遺跡群 35 松木遺跡群
36 観音堂遺跡群 37 天神山水城跡 38 大土居水城跡 39 ウトグチ瓦窯跡
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第２図 須玖岡本遺跡坂本地区周辺遺跡分布図 (1/5,000)

● 須玖岡本遺跡坂本地区 １ 比恵尻 ２ 須玖楠町 ３ 須玖黒田 ４ 須玖唐梨
５ 智者ケ本 ６ 須玖五反田 ７ 須玖永田Ｂ ８ 須玖永田Ａ ９ 水町
10 須玖坂本Ｂ 11 須玖タカウタ 12 須玖岡本 13 須玖尾花町 14 上平田・天田
15 野添 16 須玖盤石 17 岡本ノ上 18 草野 19 平若Ａ
20 上散田 21 岡本ノ辻 22 赤井手 23 須玖岡本(平若Ｂ) 24 平若Ｃ
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第３図 須玖岡本遺跡坂本地区位置図 (1/2,500)



跡群が所在する南部域から中央部､ 或いは西部域へと移動したものと考えられる｡

また､ 古墳時代の後期には､ 福岡平野南方の牛頸山山麓及びそこから派生した丘陵部で須恵器生産

が開始され､ ９世紀まで継続して操業された｡ その痕跡は九州最大規模を誇る須恵器窯跡群である牛

頸窯跡群の調査によって辿ることができる(４)｡ 牛頸窯跡群の存在は福岡平野が古墳時代以降も九州

における中心的位置を占めていたことを示唆するものといえよう｡

７世紀後半には白村江の敗戦に起因する防衛施設として福岡平野と筑紫平野を結ぶ地峡部に水城が

築堤された｡ これと一連をなす施設は､ 春日丘陵周辺にも造営され､ 天神山､ 大土居水城跡として現

存する｡ また､ 水城と前後する時期には､ 春日丘陵の南西部でウトグチ瓦窯が操業された｡ この周辺

に当窯で焼成された瓦を用いた建物が存在したと想定されるが､ 現在のところその痕跡は明らかとは

なっていない｡

８世紀には大宰府と鴻臚館の前身である筑紫館を結ぶ官道が整備され､ 春日公園内遺跡や先ノ原遺

跡などの発掘調査でその痕跡が確認されている｡ これらの調査結果からするとこの官道は須玖岡本遺

跡のすぐ東側を通っていたものと推定され､ 当遺跡内に散見される８世紀代の遺構､ 遺物については､

官道との関連性を指摘できよう(５)｡

註１ 春日市教育委員会 『伯玄社遺跡』 春日市文化財調査報告書第35集 2003

２ 平田定幸 ｢奴国｣ 『倭人伝の国々』 学生社 2000

３ 春日市教育委員会編 『奴国の首都 須玖岡本遺跡』 吉川弘文館 1994

４ 大野城市教育委員会 『牛頸窯跡群』 大野城市文化財調査報告書第77集 2008

５ 春日市教育委員会 『春日市埋蔵文化財年報10』 2003

春日市教育委員会 『春日市埋蔵文化財年報15』 2008
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１ 調査の概要

当地は奴国の首長層の墳墓群が所在する須玖岡本遺跡岡本地区に隣接するが､ 低地にあたるため昭

和50年代まではここに遺跡は存在しないとの見解が一般的であった｡ ところが､ 昭和60年度及び昭和

61年度に実施した須玖永田遺跡や須玖唐梨遺跡の発掘調査において､ 周辺の低地に弥生時代の重要な

遺跡が分布していることが明らかとなり､ 当然､ 当地にも弥生遺跡の存在が想定されることとなった｡

そしてこの頃､ 周辺一帯には住宅の高層化が進行しつつあったため､ 事前に遺跡の所在を確認すべき

事態となった｡

調査対象地は水田として使用されていたため､ まず､ 重機により耕作土を除去する作業を実施した

ところ､ 耕作土の直下に弥生土器を含む遺構が確認され､ 遺跡の存在が明らかとなった｡ 発掘調査予

定範囲の耕作土を除去した後､ 遺構検出を実施した結果､ 周辺の弥生遺跡に見られる集落跡や墳墓と

は異なり､ 溝状遺構とピットが主体をなす状況から特殊な遺跡であることが推定された｡

１次調査では380㎡を対象とし､ 検出した遺構としては､ 土坑２基､ 溝32条､ 掘立柱建物跡４棟以

上及び多数のピットがある｡ 調査を進めるに当たって､ 複雑に重複する溝状遺構の新古関係の把握に

かなりの時間を割いて努めたが､ 各遺構はほぼ同系色､ 同質の覆土であったため十分な成果を上げる

ことができなかった｡ また､ 溝状遺構に囲まれた内部には多数のピットが検出され､ 当然､ 複数の建

物跡の存在が想定されたが､ 溝と一体をなす明確な建物跡を確定するには至っていない｡

調査した遺構の遺存度を見ると､ 南部より北部へと徐々に良好な状態となっていることから､ 本来

の地形は北へと下る緩斜面であったものと推察される｡ おそらく水田開発時に改変を受けたものであ

ろう｡

出土した遺物としては､ 土器､ 石器､ 鉄器のほか､ 石製鋳型や中型､ 坩堝／取瓶､ 銅滓などの青銅

器鋳造関連遺物や､ ガラス製品の製作に使用された器具類が存在する｡ 特に､ 青銅器関連遺物は石製

鋳型が５点以上､ 中型が150片以上など類例のない集中的な出土が認められ､ 当遺跡が弥生時代の青

銅器工房であったことが確定すると同時に､ 奴国の青銅器工房の中核的存在であった可能性を強く示

唆するものであった｡

なお､ 発掘調査に当たっては､ 中型や銅滓など小片で出土する遺物が多く､ これらの重要な資料を

見逃すことがないよう留意し､ 作業を慎重に進めながらできる限り出土位置の記録に努めた｡

２次調査は１次調査区の東に隣接する284㎡を対象として実施した結果､ 遺構､ 遺物ともに１次調

査と同様な状況を確認することができた｡ ２次調査では､ １次調査で検出した遺構に続く部分と､ 新

たに検出した溝19条､ 掘立柱建物跡３棟､ 竪穴状遺構１基､ 及び多数のピットを発掘した結果､ 多数

の青銅器生産関連遺物が出土し､ 当遺跡が広範囲に及んでいる可能性を把握することができた｡ また､
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ガラス勾玉の鋳型が出土したことから､ 青銅器と同時にガラス玉類を製作していた事実が判明したこ

とは､ 大きな成果と言える｡ このほか､ 瀬戸内地方との交流を示す分銅形土製品の出土も注目される｡

２ 遺 構

１・２次調査で検出した遺構としては､ 土坑２基､ 溝51条､ 掘立柱建物跡７棟､ 竪穴状遺構１基､

及び多数のピットがあり､ 各遺構の番号については､ １・２次合わせて通しで付している｡

１・２次調査を通して複雑に重複する多数の遺構を検出したが､ いずれの遺構の覆土も土色､ 土質

等の差異が殆ど認められず､ 極めて判断し難い状況であったため､ 発掘調査時に新古関係を把握でき

ていない遺構が存在する｡

調査で確認できた重複する遺構の新古関係は､ 次に示したとおりである｡

(１) 土 坑

１号土坑 (図版６�(1)､ 第６図)
調査区の西部に位置する｡ 32号溝と重複するが､ 新古関係は不明である｡ 平面の規模は２×1�5ｍ
前後で不整楕円形を呈する｡ 現況での深さは55��で､ 西側は段掘りとなっている｡
出土遺物としては整理箱２箱の土器があるが､ その殆どは小片である｡

２号土坑 (図版６�(2)・(3)､ 第６図)
調査区の中央部の４号溝と5号溝に挟まれた位置に検出した｡ やや東西に長い楕円形を呈する土坑

で､ 平面の規模は長さ2�5ｍ､ 幅１�を測る｡ 東半部は深さが44��と一段深く掘り込まれている｡
西側はこれより10��ほど浅い｡
床面からかなりまとまった状態で中期の土器が出土している｡
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溝３ 溝１ 溝20

土坑２ 溝５ 溝４

溝21 溝12 掘立２
溝６

溝24 溝23 掘立１
溝26

溝25

溝14 溝13

溝７ 溝８
溝15

溝30 溝44 溝50

溝51 竪穴状遺構 掘立６

溝47 溝46 掘立５

掘立７ 溝42



第５図 １･２次調査遺構配置図 (1/100)

―■・■―
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第６図 １･２号土坑実測図 (1/30)



(２) 溝 (図版２～５・７～16､ 第５・７～12図)

１･２次調査で検出した溝は51条である｡ 幅50��前後の溝が複雑に重複しており､ 各溝の覆土に
土質・色調の差が殆どないため､ 新古関係を判断できた例は少ない｡ 検出した溝の形状は直線的なも

のと湾曲するものがあり､ また長短も様々だが､ 基本的には10×10ｍ程度の範囲を隅丸方形状に囲繞

するような状況が中央部､ 西部､ 東部の３箇所に認められ､ 連続するように配置された状況が看取さ

れる｡ 後世の削平が著しい南東部にも同様の区画が存在した可能性があろう｡ これらの溝には弥生時

代中期から後期にかけての土器が含まれているが､ 中期の土器は小片が多く､ 溝の殆どは後期の所産

と考えられる｡ 調査では夥しい量の青銅器鋳造関連の遺物が出土しているが､ その多くがこれらの溝

からの出土である｡ 第66図が示すように､ その出土分布には幾つかのまとまりが認められ､ 廃棄状況

を示すものと考えられる｡ 溝の中には検出した長さが短く土坑と判別し難いものもあるが､ 後世の削

平等を考慮して検討した結果に基づいている｡ なお､ 調査区西端の番号を付していない２条の平行し

た溝は､ 弥生時代の遺構ではなく近代の水田に伴うものである｡

１号溝

調査区西部に位置する溝で､ 長さ15�5ｍを検出した｡ 調査区西辺から東へ直線的にのび､ 湾曲して
12号溝と並行･重複する｡ 出土遺物は12号溝と交わる箇所より西側を１Ａ､ これと並行する部分を

１Ｂとして取り上げた｡ ３号､ ５号､ 12号､ 29号溝と重複するが新古関係は不明である｡ 溝幅は遺構

検出面で23～45��､ 底面では11～25��を測る｡ 断面形状は逆台形を呈し､ 深さは12～28��を測る｡
溝底面の傾斜に顕著な方向性は認められないが､ 12号溝西端部付近が僅かに低くなっている｡

Ａの東半部及び､ Ｂから中型等の鋳造関連遺物が数点出土している｡

２号溝

調査区南西部隅に検出した長さ2�8ｍの短い溝である｡ 幅約35��｡ 深さは５��に満たず､ 底面は
ほぼ水平である｡

出土遺物はごく少量の弥生土器片と黒曜石の砕片のみで､ 図示できる資料はない｡

３号溝

調査区西部に位置する｡ １号溝が12号溝の西端部と接続する箇所から南へ3�8ｍほどのびる｡ 溝の
湾曲具合から調査区中央部の柱穴群を取り囲む溝のひとつと考えられる｡ 幅が約45��で､ 深さは11
～31��を測る｡ 底面は北へ傾斜している｡
銅戈鋳型､ 坩堝／取瓶片等の鋳造関連遺物が出土している｡

４号溝

調査区中央部に５号溝､ ２号土坑と重複して長さ約５ｍを検出した｡ 両者より新しく､ ピット65よ

り古い｡ 溝幅約25��で､ 深さは６～15��を測る｡
土器以外の主な出土遺物としては､ 図示し得ないが坩堝／取瓶片がある｡
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第７図 調査区中央部溝群遺構実測図 (1/60)
―■・■―
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５号溝

調査区中央部に位置する｡ 中央区画の南西辺を構成するように長さ14�8ｍを検出した｡ 東端は６号
溝に接する｡ 西端は１号Ｂ溝と重複して途切れるが､ さらに､ １号Ｂ溝と12号溝の内側に並行･重複

する部分が連続する｡ 遺構の重複状況､ 土層の観察等から４号､ 12号溝より古く､ ２号土坑より新し

いことが分かる｡ ６号溝より新しい可能性が高い｡ １号溝との新古関係は不明である｡ 出土遺物は１

号溝と６号溝の間を５Ａ､ １号溝と12号溝に挟まれた部分を５Ｂとして取り上げた｡ 溝幅は遺構検出

面で13～35��､ 底面では５～25��を測る｡ 断面形状は逆台形を呈し､ 深さは５～17��を測る｡ 溝
底面は４号溝と交差する箇所がもっとも高く､ 両端に向かって少し傾斜している｡

５Ａから坩堝／取瓶の小片､ ５Ｂから中型等の鋳造関連遺物が数点出土している｡

６号溝

調査区中央部に位置し､ 区画の南東辺を構成する｡ 北東端は12号溝東端に接し､ 西端は５号Ａ溝中

間部に重複する｡ 湾曲して長さ13�3ｍを検出した｡ ７号､ 19号溝と重複するが新古関係は不明である｡
溝幅は平均的な部分で45��程度､ 底面では約38��を測る｡ 断面形状は逆台形を呈し､ 深さは５～23��を測る｡ 溝底面は西から東に少し傾斜し､ 湾曲する箇所で５��ほどの段が付く｡
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第10図 溝断面土層図① (1/20)
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第11図 溝断面土層図② (1/20)



坩堝／取瓶､ 中型等の鋳造関連遺物とガラス小玉が出土している｡

７号溝

調査区中央部に位置し､ ６号溝の外側に並行･重複して10�5ｍを検出した｡ 溝幅は34～60��で､ 長
さ4�8ｍと3�9ｍの２条に分断している｡ 土層観察によって東側に重複する８号溝より古いことが分か
る｡ 深さは９～27��を測り､ 両溝とも少し北に傾斜する｡
主な出土遺物としては､ 銅滓等の鋳造関連遺物や鉄器がある｡

８号溝

調査区中央部に位置する｡ 北端が12号溝の東端に接し､ 11�0�離れた調査区南辺中央部まで直線的
にのびている｡ 並行･重複する７・13号溝､ 交差･重複する14・15号溝のいずれよりも新しいが､ 12号

溝との新古関係は明らかに出来なかった｡ 溝幅は遺構検出面で64～81��､ 底面では35～65��を測る｡
断面形状は逆台形を呈し､ 深さは５～18��を測る｡ 溝底面は概ね北に傾斜している｡
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第12図 溝断面土層図③ (1/20)



小銅鐸鋳型､ 中型､ 坩堝／取瓶､ 銅滓等の鋳造関連遺物の多くは北部から集中して出土した｡ また､

図示できなかったが鉄器片も出土している｡

９号溝

調査区西部に位置する溝で､ 長さ3�6ｍを検出した｡ 調査区北辺から南東へ直線的にのび､ 32号溝
と交差して東端はピット５と重複するが､ 新古関係は不明である｡ 溝幅は約45��､ 深さ７～18��を
測り､ 東半部が約10��低くなっている｡
出土遺物はごく少量の弥生土器片のみである｡

10号溝

９号溝の東に並行して長さ2�5ｍを検出した｡ 32号溝と交差するが､ 新古関係は不明である｡ 溝幅
60～70��､ 溝底はほぼ水平で､ 深さ約28��を測る｡
坩堝／取瓶が出土している｡

11号溝

調査区の中央部から北方へ4�7ｍほどほぼ直線状にのび､ 北東方向に屈曲して調査区外へと続いて
いるため､ 確認できた部分は長さ9�4ｍ程度である｡ 調査区北辺中央付近で12号溝と斜交する｡ 溝幅
は最も広い屈曲部で40��､ 深さは28��を測る｡ 溝底の状況は､ 南半についてはほぼ水平となってい
るが､ 屈曲部を境として北東側へ緩やかな傾斜をもつ｡

出土した鋳造関連遺物としては､ 中型がある｡

12号溝

調査区中央よりやや北寄りの位置から北東方向へのび､ 調査区北端中央付近で大きく湾曲して､ こ

れより南東方向へは直線状に掘られている｡ 溝幅は､ 湾曲部より南東部は70～80��前後であるが､ 南
西部はかなり広くなっていて､ 最も広い箇所では1�5ｍ前後を測る｡ 調査区内で最も幅が広い溝で､ 断
面は逆台形を呈する｡ 深さは35��前後で､ 溝底は西半部より東半部の方が10��ほど低くなっている｡
当遺構から土器とともに青銅器生産関連遺物が多数出土しており､ 青銅器生産が行われた時期を示

すと同時に､ この溝が鋳造工房の施設であったことを強く窺わせる｡ 主要な出土遺物としては､ 各種

土器のほか､ 銅戈鋳型､ 中型､ 坩堝／取瓶､ 銅滓などの青銅器鋳造関連遺物や､ 鉄器などがある｡

13号溝

ほぼ南北方向へ直線的にのびて､ 北端部が12号溝の南東端と交差するものを13Ａ､ 途中から北東方

向へ湾曲するものを13Ｂとした｡ 14号溝と重複しており､ これより新しい時期のものであることを確

認している｡ 溝幅は最も広い箇所では60��を測るが､ 概ね30～40��前後とやや狭い｡
出土遺物としては､ 中型､ 銅滓がある｡

14号溝

調査区の中央よりやや南寄りの位置に確認した溝で､ ８号溝及び13号溝に切られている｡ 溝幅は最

も広い北端部で25��を測り､ 南東方向へやや湾曲しながら次第に細くなっている｡ 溝底は北へ僅か
に傾斜する｡ 深さは北端付近の最深部でも７��前後で､ 遺存状態が悪い｡
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当遺構からは図示できる遺物は出土していない｡

15号溝

14号溝の西側をこれとほぼ並行して北西－南東方向へ3�1ｍほどのびている｡ 14号溝と同様に８号
溝に切られている｡ 幅は30～40��で､ 最深部の深さは７��と遺存状態は劣悪である｡ 溝底は北西
へと傾斜している｡

当遺構からは図示できる遺物は出土していない｡

16号溝

調査区南部の６号溝と８号溝との間に位置する｡ 北東－南西方向へほぼ直線状にのびる溝で､ 幅は

15～25��である｡ 最深部でも７��前後と浅く､ 溝底は北東方向へと傾斜する｡
当遺構からは､ 図示できる遺物は出土していない｡

17号溝

調査区の中央付近から調査区の東辺中央までの14�8�を調査した｡ 南西－北東方向へ僅かに蛇行し
ながらのびており､ 調査区外へと続いている｡ 溝幅は北東方向へと徐々に増していて､ 最大部位で76��を測る｡ 深さは溝幅が増す北東部が最も深く､ 現存で28��を測る｡ 溝底は北東部側へ緩やかに
傾斜しており､ 南西端と北東端の高低差は55��である｡
出土遺物としては土器のほか､ 中型､ 坩堝／取瓶などがある｡

18号溝

17号溝の南側に検出した東西方向に僅かに蛇行しながらのびる溝で､ 現存するのは長さ4�9�であ
る｡ 溝幅は概ね15～25��で､ 深さは５��弱と遺存状態は極めて劣悪である｡ 溝底は高低差が殆ど
なく､ 水平となっている｡

当遺構からは図示できる遺物は出土していない｡

19号溝

６号溝の西側に重複する｡ 遺構検出時及び断面精査時に新古関係の把握を試みたが､ 明らかにする

ことができなかった｡ ６号溝とほぼ並行しており､ これより溝底が12��ほど浅い｡ 溝幅は12号溝と
交わる付近が最も広く37��を測る｡ 溝底は北側へ僅かに傾斜する｡ ６号溝は当溝の掘り直しの可能
性が考えられる｡

図示できる遺物としては､ 中型がある｡

20号溝

調査区の西部に位置し､ １号Ａ溝に切られた状態で検出した｡ 12号溝の南西端に交わるが､ 新古関

係は不明である｡ 溝幅は40��前後を測る｡ 溝底は北側がやや低くなっている｡
鋳型の石材が出土しているが､ 他に図示できる遺物はない｡

21号溝

調査区中央より北寄りの位置に､ 12号溝と並行して走る溝｡ 12号溝と重複しており､ これに切られ

ていることを確認している｡ 調査で確認したのは長さ10ｍで､ 僅かに湾曲しながら調査区外へと続い
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ている｡ 溝幅は最も広い部分で73��を測る｡ 深さは25��前後で､ 断面は逆台形をなす｡ 溝底は殆
ど傾斜せず水平である｡ 東部は段が付き､ 溝底が７��ほど高くなっている｡
出土遺物には土器のほか､ 小銅鏡鋳型､ 中型､ 真土質土製品､ 坩堝／取瓶といった青銅器鋳造関連

遺物や､ ガラス製品生産関連器具などが出土している｡

22号溝

調査区の北辺中央付近に位置する溝で､ 21号溝と23号溝との間に検出し､ 長さ3�85ｍを調査した｡
12号溝､ 21号溝､ 23号溝と並行しており､ 溝幅は最大部位で47��を測る｡ 入念な土層観察を試みた
が､ 21号溝及び23号溝との新古関係は確認できていない｡ 遺構検出面からの深さは､ 30��弱で､ 溝
底は西側へ僅かに傾斜する｡

出土遺物には､ 土器のほか中型などがある｡

23号溝

21・22号溝の北側に隣接し､ これらと並行して北西－南東方向に走る溝で､ 長さ10ｍほどを調査し

た｡ 南東端は31号溝の西端部に接続し､ 北西側は調査区外へ続いている｡ 溝幅は最大部位93��を測
り､ 断面は逆台形を呈する｡ 遺構検出面から溝底までの深さは25～30��で､ 溝底には殆ど傾斜がな
く､ 水平に掘られている｡

土器のほか､ 中型､ 銅滓などが出土している｡

24号溝

調査区北辺の中央部に位置する｡ 南北方向に走る溝で､ 南部は23号溝に切られ､ 北は調査区外へと

のびているため､ 確認できたのは長さ80��程度である｡ 溝幅20��､ 深さ５��の小溝である｡
当溝からは､ 図示できる遺物は出土していない｡

25号溝

24号溝の東側に隣接して並行する溝で､ 23号溝に切られている｡ 北へは調査区外へとのびているた

め､ 検出した長さは1�4ｍである｡ 幅は24号溝よりやや広く､ 43��を測り､ 深さは８��である｡
図示できる遺物は出土していない｡

26号溝

24・25号溝と並行して走る溝で､ その東側に位置する｡ 23号溝に切られ､ 調査区外へと続いている

ため､ 検出した長さは1�83ｍである｡ 南部の深さは５��前後と浅いが､ 調査区北辺側は一段深くなっ
ていて22��を測る｡ 溝幅は33～42��で､ 24・25号溝より広い｡
出土遺物として図示できたのは､ 土器１点のみである｡

27号溝

23号溝の東側に検出した北西－南東方向に走る溝で､ 僅かに蛇行する｡ 当溝の南端部は､ 23号溝と

31号溝が交わる付近で､ 23号溝に接続する｡ 溝幅は38～50��で､ 深さは22～24��を測る｡ 溝底は
殆ど傾斜がなく､ ほぼ水平に掘られている｡ 調査では確認できなかったが､ 47号溝と同一遺構の可能

性がある｡
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出土遺物には土器のほか中型がある｡

28号溝

調査区北辺の中央よりやや西寄りの位置に検出した溝で､ 12号溝と重複する｡ 調査区外へ続いてい

るため､ 確認できたのはごく僅かな部分である｡ 21～23号溝の何れかと同一遺構となる可能性が考え

られる｡

当遺構からは図示できる遺物は出土していない｡

29号溝

３号溝の東側に検出した溝で､ 南北方向に長さ1�15ｍを確認した｡ 溝幅は最大部位で40��を測る｡
溝底は北へ傾斜しており､ 最深部は遺構検出面より23��ほど低い｡
出土遺物としては､ 青銅器鋳型及び中型がある｡

30号溝

調査区の北東部に位置する｡ ５・６号掘立柱建物跡及び竪穴状遺構の西～北側を湾曲して囲むよう

にのびており､ 46号溝に切られている｡ 溝幅は概ね20～40��で､ 北部より西部の方がやや広い｡ 溝
底も北部より西部の方が10��程度深く掘られており､ 最も深い箇所で29��を測る｡ 当溝の南端は
31・42号溝に接続しており､ 東端部は44・45号溝の西端部と交錯するような状況が認められる｡ 当溝

と44号溝とは配置を見る限り一連の遺構と推定され､ 建物を囲む溝であったと考えられる｡

出土遺物としては､ 土器のほかに鋳型等があるが､ 青銅器鋳造関連遺物は概して少ない｡

31号溝

調査区東側中央付近で､ 東西方向に長さ11�8ｍを検出した｡ 当溝に向かい12・13・17・19・27・30・
42・44号溝が接続する｡ これらの溝とは切り合い関係が明らかでなく､ 同時期に機能した溝と考えら

れる｡ 様々な溝が接続するため､ 幅は0�6～１ｍと一定しない｡ 深さは35��前後を測り､ 床面は東側
へ下がる｡

出土遺物として､ 土器､ 石器のほかに鋳型石材､ 鋳型､ 中型､ 坩堝／取瓶､ 銅滓などの青銅器鋳造

関連遺物とガラス勾玉鋳型がある｡

32号溝

南西から北東にのび､ ９・10号溝によって３つに分断される｡ 南端部は１号土坑と重複するが､ 切

り合い関係は明らかでない｡ 南側の幅は35��前後だが､ 10号溝の近くで幅は85��前後になり､ 床
面は一段下がる｡ 深さは10号溝の周辺が最も深く､ 検出面から25��を測る｡
遺物は鋳型を転用したと推察される砥石が１点出土しただけである｡

33号溝

調査区東南隅で長さ5�2ｍを検出した｡ 34・41号溝などと並行するように南西から北東へのびるが､
僅かに西側に弧を描く感がある｡ 平面形は34号溝と類似し､ 幅30～130��､ 深さは20～40��である｡
床面は西へ傾斜する｡ なお､ 先端部にはピットを有すが､ 切り合い関係は定かではない｡

弥生土器のほかに､ 中型､ 鋳型石材､ 坩堝／取瓶､ 銅滓､ ガラス製品生産関連遺物､ 軽石､ 砥石な
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どがまとまって出土している｡

34号溝

33号溝の北西に並行して検出した溝で､ 長さ9�8ｍを確認した｡ 本溝の北から西には35～39号溝が
接続する｡ 規模は幅50～135��､ 深さは３～50��で､ 床面は北へ下がる｡ 35・39号溝が接続する場
所の床面は一段低くなっている｡ 平面形や､ 主軸､ 規模が33号溝と似るため､ 両溝の性格は同じ可能

性がある｡

12号溝に次ぐ量の弥生土器が出土した｡ また､ 鋳型石材､ 中型､ 坩堝／取瓶､ 銅滓など青銅器鋳造

関連遺物が出土しており､ その数は１・２次調査の中でもかなり多い｡ これらの遺物の出土状況をみ

ると､ 溝の接続部付近に集中する傾向が窺われる｡ このほかにも土製投弾や石包丁､ 石鏃などが出土

している｡

35号溝

東西方向にのびる長さ3�3ｍの溝で､ 東側は34号溝に接続する｡ 平面形はやや歪で､ 幅は20～60��､
深さは３～10��程度で､ 床面は34号溝に向かい緩やかに下がる｡
出土遺物としては弥生土器のほか､ 銅滓が出土している｡

36号溝

34号溝の南部に接続する溝で､ 西部は削平のため欠失し､ 長さ2�7ｍのみを検出した｡ 幅は13～56��､ 深さは3～20��､ 最大幅と最深部は34号溝との接続部にある｡ 床面は34号溝に向かい低くなる｡
出土遺物は弥生土器のみである｡

37号溝

調査区南東部中央に確認した溝で､ 長さ約６ｍを検出した｡ 北側は33・34・41号溝と並行し､ 南北

方向にのびるが､ 南側は西に弧を描く｡ このため､ 他の溝と組み合って当溝の北西側の空間を囲む可

能性がある｡ 北東部は二股になっており34号溝と接続し､ さらには､ 38・39号溝によっても34号溝と

接続する｡ 幅は12～80��で北側が広く､ 深さは３～10��程度｡ 床面は北方へ下がり､ 途中で段を
有す｡

遺物としては弥生土器のほか､ 床面が一段下がった場所から出土した坩堝／取瓶の脚台部と確認で

きる資料がある｡

38号溝

34・37号溝間を南北に走る溝で､ 3�3ｍを検出した｡ 両溝と接続し､ 幅は34号溝側で35��､ 平面が
不正形な37号溝付近で最大90��を測る｡ 深さは５��前後で､ 床面は僅かに北へ下がる｡
出土遺物は数点の弥生土器小片のみで図示できる資料はない｡

39号溝

34・37号溝に挟まれた溝で､ 両者に直交する｡ 幅は90��程度だが､ 37号溝との接続部は61��と
やや狭い｡ 深さは最も残りのよい部分で10��｡ 床面でピットが検出された｡
出土した遺物は､ 弥生土器と石器のみである｡
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40号溝

調査区南東隅で検出した東西方向に走る溝｡ 長さは８ｍ程度だが､ 西部は削平により欠失する｡ 幅

は30～60��で一定でなく､ 深さは５��以下と極めて浅い｡ 床面は東に行くにしたがって緩やかに
下がる｡

遺物は出土していない｡

41号溝

調査区の南東隅に検出した溝で､ ｢Ｓ｣ 字状に屈曲する｡ 33・34号溝に挟まれ､ 端部は33号溝に接

続する｡ 幅は最も広い南端部で50��､ 深さは10��前後で､ 底面は北東方向に下がる｡
土器や石器と共に中型､ 坩堝／取瓶､ 銅滓が出土した｡

42号溝

調査区東側中央部から西側に8�2ｍのび､ 31号溝と重複する｡ 中ほどで南北にのびる44号溝と接続
するが､ 切り合いや､ 接続部の平面形から判断して､ 両溝は同時期と考えられる｡ 幅は最も広い場所

が85��､ 深さは20～25��である｡ なお､ 44号溝との接続部は長さ2�6ｍに渡り深く､ 最深部の東側
では20��近く下がる｡ 溝の床面は両側へ緩やかに下がっている｡
土器のほか､ 中型､ ガラス製品生産関連遺物が出土している｡

43号溝

調査区東側で､ 17号溝から分岐する長さ2�05ｍを検出した｡ 南端部は幅13��と狭いが､ 17号溝に
向かい広がる｡ 深さも南端部から17号溝に向かい深くなる｡

石器の小片が出土したのみで､ 特記すべき遺物は出土していない｡

44号溝

調査区北東部に南北にのびる溝で､ 46号溝に切られる｡ 30号溝などと共に５号掘立柱建物跡などを

囲むように見える｡ 長さ6�5ｍほどを検出した｡ 北側は45号溝に接続する｡ 南側は42号溝に接続する
が､ 南端部は31号溝まで及ぶ｡ 幅は20～30��､ 深さは５～20��で､ 床面は31・42号溝と接続する南
方へ下がる｡

出土遺物は､ 少量の土器や石器のほか､ 図示できなかったが中型小片がある｡

45号溝

調査区西方隅から北西にのびる溝で､ 8�2ｍを検出した｡ 削平のため南東部の残りが悪く､ 42号溝
に接続したかは不明である｡ また､ 北端部は30号溝と重なるが､ 新旧関係は明らかでない｡ 幅は18～

53��､ 深さは残りのよい部分で10��程度､ 床面は南東へ下がる｡
遺物としては南東部で出土した中型がある｡

46号溝

調査区北東部で､ 長さ11�5ｍを検出した直線的な溝で､ 30・44・47号溝やピットを切る｡ 幅は16～
32��､ 深さは５～10��程度と浅い｡ 底面は比較的水平であるが､ 西端部でやや下がる｡
土器が少量出土している｡
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47号溝

調査区北西隅に長さ９ｍに渡って検出した溝で､ 東西方向にのびる｡ 東側の48号溝に接続するが､

両者の位置関係は直角に近く､ 同一溝と捉えるべきかもしれない｡ 規模は､ 幅40～60��程度､ 深さ
は20��前後であるが､ 48号溝との接続部は10��程度とやや浅い｡ 床面は48号溝に向かい徐々に下
がる｡

出土遺物としては､ 土器のほか､ 中型がある｡

48号溝

調査区北東隅に検出した溝で､ 南東部は後世の掘削によって破壊を受ける｡ 当溝には47・49号溝が

直角に近い形で接続する｡ 幅は50～90��程度､ 深さは10��前後であるが､ 47号溝の接続部はやや
深くなっている｡ 床面は接続部を除き､ 緩やかに南東方向へ下がる｡ なお､ 21・31・47・48号溝は一

連の溝で､ 内部の掘立柱建物などを囲む可能性がある｡

弥生土器のほか､ 軽石が出土している｡

49号溝

調査区北東隅に検出した溝で､ 南西側は48号溝と接続し､ 長さは1�3ｍと短い｡ 幅は15��前後で､
深さは10��程度｡
遺物は出土していない｡

50号溝

42号溝の北側に検出した溝で､ 42号溝とピット48に切られる｡ 長さ1�2ｍ､ 幅25��､ 深さ15��前
後を測る小規模なもので､ ピットとも考えられる｡

遺物は出土していない｡

51号溝

47号溝の北で､ 長さ60��を検出したが､ 調査区外までのびており､ 大形のピットの可能性もある｡
幅は70��前後､ 深さは５��と浅い｡ 47号溝に切られる｡
遺物は出土していない｡

(３) 掘立柱建物跡

掘立柱建物跡は７棟を検出した｡ 柱穴はその他のピットとともに複雑に重複していたため､ 全ての

掘立柱建物跡を発掘調査時に確認できたものではない｡ 確実と思われる１～７号掘立柱建物跡につい

ては､ 柱穴を実線で結んで示している｡ また､ 整理作業において抽出し､ なお検討の余地を残すもの

については､ 掘立柱建物跡案Ａ～Ｃとして破線を用いて示した｡ 其々の柱穴は形状・規模が一様では

なく､ 建物の形態にもいくつかのタイプがあったものと思われる｡ 柱穴が複雑に重複する状況は､ 頻

繁な建替えがあったことを示しているが､ その中には建物の一部の柱を取替えるようなことも想定さ

れよう｡
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青銅器鋳造関連遺物の出土状況などから､ これらの掘立柱建物跡の多くが青銅器工房に関係するも

のと思われる｡ これらを囲繞する溝がどのように建物と対応するのか､ また､ 連続するように配置さ

れた工房については､ なお検討を要するが､ 並存した可能性が高い｡

１号掘立柱建物跡 (図版２�(1)・４�(1)､ 第13図)
調査区の北辺中央部付近に検出した建物跡｡ 12・21・22・23号溝､ ２号掘立柱建物跡と重複する｡

Ｐ２・Ｐ３は23号溝の底面で検出しており､ 当建物が時期的に古い｡ ２間×１間の６本柱の建物で､

桁行方向はＮ－61°－Ｗである｡ 桁行4�8～4�65ｍ､ 梁行3�05ｍを測り､ 桁側の柱間は2�25～2�4ｍであ
る｡ 柱穴の平面の規模は50～80��前後だが､ 形状は揃っていない｡ 深さは32～45��を測り､ 各柱
穴底面のレベルに極端な差異はない｡ 断面で柱の痕跡を確認できたものはなかった｡ Ｐ５については

柱の“挿げ替え”が行われた可能性が考えられる｡

出土遺物としてはＰ４から出土した真土質土製品がある｡

２号掘立柱建物跡 (図版２�(1)・４�(1)､ 第13図)
調査区中央部に位置する｡ Ｐ１・Ｐ２は12号溝の底面で検出しており､ 当建物の方が時期的に古い｡

１・３・４号掘立柱建物跡と重複する｡ ２間×１間の６本柱の建物だが､ 北東隅の柱穴は溝によって

消滅している｡ 桁行方向はＮ－80°－Ｗである｡ 桁行5�1ｍ､ 梁行3�2ｍを測り､ 桁側の柱間は2�55ｍであ
る｡ 柱穴の平面規模は55～70��前後で､ 深さは45～50��を測る｡ Ｐ３・Ｐ５は段掘りになっている｡
図示できる遺物は出土していない｡

３号掘立柱建物跡 (図版２�(1)・４�(1)､ 第14図)
調査区中央部の溝に囲繞された区画の中心部近くに検出した｡ ２・４号掘立柱建物跡と重複する｡

２間×１間の６本柱の建物で､ 桁行方向はＮ－52°30′－Ｗである｡ 桁行3�85ｍ､ 梁行2�8ｍを測り､ 桁
側の柱間は1�85～2�0ｍである｡ 柱穴の平面形は直径35～57��の円形ないしは楕円形を呈し､ 深さは
20～34��を測る｡
図示できる遺物としてはＰ２から出土した中型がある｡

４号掘立柱建物跡 (図版２�(1)・４�(1)､ 第14図)
調査区中央部に位置する｡ 溝に囲繞された区画のほぼ中央部にあり､ ２・３号掘立柱建物跡と重複

するが､ 柱穴自体の重複は存在しない｡ １間×１間の小規模な４本柱の建物跡で､ 桁行が3�65ｍ､ 梁
行が3�0ｍを測る｡ 桁行方向はＮ－15°－�である｡ 各柱穴の平面規模は32～55��を測り､ その形状
及び大小は一定していない｡ 深さはＰ１が33��､ 他は約60��である｡
主要な出土遺物としてはＰ１・Ｐ２から中型､ Ｐ３から坩堝／取瓶が出土した｡

５号掘立柱建物跡 (図版３�(1)・４�(2)・５�(1)・17�(1)､ 第15図)
調査区北東部に位置し､ 30・31・42・44号溝に囲まれている｡ ６号掘立柱建物跡と重複する｡ 遺構

の検出状況から46号溝より古く､ 50号溝より新しいことを確認している｡ ２間×１間の６本柱の建物

で､ 桁行方向はＮ－73°30′－�である｡ 桁行4�6ｍ､ 梁行3�15ｍを測り､ 桁側の柱間は2�2～2�4ｍであ
る｡ 柱穴の平面形は概ね隅丸方形を呈し､ 径が43～57��前後を測る｡ 深さは39～55��を測り､ Ｐ
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第13図 １・２号掘立柱建物跡実測図 (1/60)
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第14図 ３・４号掘立柱建物跡実測図 (1/60)



４・Ｐ５の断面で直径約13��の柱の痕跡を確認した｡ 当遺構の内部から方形の竪穴状遺構を検出し
ている｡ 当遺構と竪穴状遺構とは軸線が殆ど一致しているが､ 両者が同一の遺構か否かについては確

認できていない｡

出土遺物としては少量の弥生土器片と､ Ｐ４より中型が出土した｡

６号掘立柱建物跡 (図版３�(1)・４�(2)・５�(1)・17�(2)・18�(1)､ 第15図)
５号掘立柱建物跡と重複して検出した２間×１間の６本柱の建物である｡ ５号掘立柱建物跡より一

回り小さく､ 桁行3�35ｍ､ 梁行2�35ｍを測る｡ 桁行方向はＮ－87°－�である｡ 柱穴の規模は50～70��
前後で､ 概ね隅丸長方形を呈している｡ 深さは45～62��を測り､ Ｐ４・Ｐ６の断面で直径約14��､
11��の柱の痕跡を確認した｡ Ｐ５の北半部は竪穴状遺構の床面下で検出しており､ 当遺構の方が時
期的に古い｡

Ｐ１から杓子状の土製品､ Ｐ４より軽石が出土した｡

７号掘立柱建物跡 (図版３�(1)・５�(2)､ 第15図)
調査区の中央部からやや東寄りに位置する｡ 西半部が12・23号溝東端と31号溝西端が接する箇所に

重複している｡ おそらく２間×１間の建物と考えられるが､ 溝との重複により２個以上の柱穴が消滅

している｡ Ｐ１は30号溝に切られており､ これより古いことが確認できている｡ 桁行方向はＮ－49°－�である｡ 桁行3�05ｍ､ 梁行2�25ｍを測り､ 桁側の柱間は1�5ｍである｡ 各柱穴の形状は不揃いで規模
は48～65��前後｡ 深さは20～33��を測る｡
少量の弥生土器片が出土しているが､ 図示できるものはない｡

掘立柱建物跡案Ａ (図版２�(1)・４�(1)､ 第16図)
調査区中央部に位置する｡ １～４号掘立柱建物跡及び案�・�と重複する｡ 桁行(長辺)は３間で
5�2～5�3ｍを測り､ 梁行(短辺)は４間で4�95～5�15ｍを測る｡ 14個の柱穴は概ね円形で小規模なもの
が多く､ 径は18～55��前後を測る｡ 柱間は最小0�7ｍ､ 最大2�5ｍ､ 平均的には1�3ｍ前後である｡ 桁
行方向はＮ－24°－�である｡ 深さは６～33�� を測り､ 底面のレベル差は最大27��である｡ 遺構の
重複状況から４号掘立柱建物跡より古い可能性が高く､ ２号掘立柱建物跡､ 12号溝より新しいものと

考えられる｡

主な遺物としては､ Ｐ18から出土した中型がある｡

掘立柱建物跡案Ｂ (図版２�(1)・４�(1)､ 第16図)
掘立柱建物跡案�と同程度の規模の建物跡で､ ほぼ同位置に検出した｡ 桁行は４間で5�3ｍを測り､

梁行は３間で4�25ｍである｡ 14個の柱穴は小規模なものが多い｡ 柱間は最小1�0ｍ､ 最大1�9ｍで､ 桁
行方向はＮ－８°－�である｡ 深さは６～40��を測る｡ 柱穴の中には掘立柱建物跡案�・�のものと
重複するものが含まれている｡

図示し得る遺物は出土していない｡

掘立柱建物跡案Ｃ (図版２�(1)・４�(1)､ 第17図)
２～４号掘立柱建物跡及び案Ａ・Ｂと重複する｡ 南辺の柱穴を1個欠失するが基本的には３間×３

― 28 ―



― 29 ―

第15図 ５～７号掘立柱建物跡実測図 (1/60)
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第16図 掘立柱建物跡案Ａ・Ｂ実測図 (1/60)



間の建物と考えられる｡ 規模は4�35×4�15ｍを測り､正方形に近い形状をなし､長辺方向はＮ－17°30′－�を示す｡ 柱穴は小規模なものが多く､ 深さは3�5～32��前後を測る｡ 柱間は､ 最小が0�7�､ 最大が
1�95�とやや不規則である｡
弥生土器の小片が出土しているが､ 図示できるものはない｡

(４) 竪穴状遺構 (図版３-(1)・４-(2)・５-(1)・17-(1)・17-(2)､ 第18図)

調査区北東部に検出した方形の竪穴状をなす遺構である｡ ５号掘立柱建物跡の内部に位置するが､

両者の関係については不明である｡ ６号掘立柱建物跡より新しい｡ 壁高は５～10��を測り､ 壁溝が
さらに３～４��深くなっている｡ 確実なものではないが内部に検出したピットの中では､ Ｐ１､ Ｐ
２が深く､ これを主軸とした場合､ 方向はＮ－77°－�を示す｡ 北壁及び東壁を検出していないため
当遺構の規模については不明と言わざるを得ない｡ なお炉跡等は認められなかった｡

遺物は少量の弥生土器片と中型が出土している｡
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第17図 掘立柱建物跡案Ｃ実測図 (1/60)



(５) ピット (図版18�(2)､ 第５図)
調査区内に700以上のピットを検出

した｡ 特に規則的な配列を抽出できた

ものについては掘立柱建物跡として報

告したが､ これ以外にも建物の柱穴が

存在すると考えられる｡ なお､ 本報告

において図示した遺物が出土したもの

を中心として､ 71個のピット (以下､

Ｐと記す) については､ 遺構配置図に

番号を付している｡

(６) 包含層 (図版18-(3))

本遺跡では基本的に厚さ20��前後
の耕作土の直下が遺構検出面となるが､ 調査区南東部の一部に弥生土器小片を主体として土師器､ 須

恵器､ 陶磁器片などが混在する灰色粘質土の包含層が堆積していた｡ 厚さは５～10��程度で､ 34～
41号溝の周辺はこの遺物包含層に薄く覆われていた｡ 出土遺物の中には南方からの流れ込みによるも

のが少なからず含まれている可能性がある｡ 流入した遺物と現地の遺物が､ 中･近世の耕作などによ

り撹拌されたものと考えられる｡

出土遺物には､ 中型や坩堝／取瓶などの鋳造関連遺物､ ガラス小玉､ 鬼瓦などがある｡

３ 遺 物

(１) 土 器 (図版19～37､ 第19～37図)

１号土坑出土土器 (１～15)

１～３は鋤先状をなす広口壺の口縁部である｡ 口縁上面はいずれも幅が狭く､ １は凹面､ ２は凸面､

３は平坦となっている｡ ４は壺の体部から底部にかけての破片資料｡ 体部の中位よりやや下方に断面

三角形のシャープな突帯が貼り付けられている｡ ５～９は甕の口縁部｡ ５・７の口縁は内傾するが､

他はほぼ水平である｡ ７には口縁部下に断面三角形の突帯が巡る｡ ９は中形の甕で､ 口縁が内側へ強

く張り出している｡ 10～12は壺の底部であろう｡ 13～15は甕の底部で､ やや厚手のつくりである｡

２号土坑出土土器 (16～32)

16の小形壺は比較的残存状態が良く､ ほぼ全形を知り得る｡ 球形に近い体部の中位に断面三角形の
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第18図 竪穴状遺構実測図 (1/20)



突帯が付されている｡ 口頸部はやや開き気味に立ち上がる｡ 口縁部は鋤先状をなし､ 上面はほぼ水平

となる｡ 17は広口壺で､ 口頸部を欠く｡ 玉葱状をなす体部の中位に断面三角形の突帯が２条付されて

いる｡ 底部は細く窄まり､ 底径は7�2��と小さい｡ 18は壺の体部下半で､ 断面三角形の突帯が１条残
存する｡ 外面は黒塗りで､ ヘラミガキが施されている｡ 19・20は壺の底部と思われる｡ 両者とも外面

の調整はヘラミガキである｡ 21～27は甕の口縁部｡ 21は胴部の上位から口縁部へやや強く窄まり､ 壺

に近い形状をなす｡ 口縁は水平で､ 内側へ強く張り出す｡ 22～26は口縁が内側へ鳥嘴状に突出し､ 外

端が僅かに垂下する｡ 24～26の口縁部下には断面が三角形 (24・26)､ ｢Ｍ｣ 字状 (25) の突帯が貼付

されている｡ 27は､ 大形甕の口縁部｡ ｢Ｔ｣ 字状をなし､ やや外傾する｡ 28～30は甕の底部資料｡ 底

部内面は小さく､ 胴部下端との境が不明瞭である｡ 31・32は器台｡ 31は中央がくびれ､ 32は筒状を

なす｡
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第19図 １号土坑出土土器実測図 (1/4)
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第20図 ２号土坑出土土器実測図① (1/4)



１号溝出土土器 (33～39)

33は壺であろうか｡ 口縁部は屈曲してほ

ぼ垂直に立ち上がる｡ 34の甕口縁は ｢く｣

の字に屈曲し､ 端部は角張る｡ 35は高坏｡

屈曲部から口縁部へは外反し､ 口縁端部は

肥厚気味に丸く仕上げられている｡ 36の鉢

は､ 体部から口縁部へ内湾気味にのびる｡

38の袋状口縁壺と39の甕口縁は弥生時代中

期の土器で､ 混入品である｡

２号溝出土土器 (40)

図示できる土器は､ 40の鉢のみである｡

体部から口縁部へ徐々に薄くなり､ やや外

傾気味に立ち上がる｡

３号溝出土土器 (41～44)

図示した４点の資料はいずれも小片であり､ 遺構の時期を示すものとは限らない｡ 42の底部は僅か

に凸レンズ状をなす｡ 43は平底であるが､ 底端部の屈曲はややあまい｡ 44の器台はくびれ部からラッ

パ状に大きく開く｡

４号溝出土土器 (45～49)

45の無頸壺は薄手のつくりで､ 口縁部が内傾する｡ 47の底部は平底であるが､ 底端部はやや丸みを

もつ｡ 48・49は弥生時代中期の甕の口縁部と底部資料で､ 混入したものと考えられる｡ 48の口縁部は

外端が垂下して外傾する｡

５号溝出土土器 (50～53)

図示できる土器は４点で､ いずれも小片である｡ 50は内傾した口縁部のみの資料｡ 51の底部は凸レ

ンズ状をなす｡ 52の高坏は口縁部が強く外反する｡ 53の底部は混入品であろう｡

６号溝出土土器 (54～61)

54は小形壺の口縁部であろう｡ 口縁部は外反気味に上外方へのびる｡ 55の口縁部は外方へ屈曲し､

端部は両端が肥厚する｡ 56は小形土器の底部資料で､ やや厚手のつくりである｡ 57の底部は平底であ

るが外端部は明瞭な稜をなさない｡ 58の底部は凸レンズ状を呈するが､ 丸底に近いつくりである｡

59～61は混入であろう｡ 59は鋤先状をなす壺の口縁部であろう｡ 60の甕口縁部は上面がほぼ水平で､

内側は鳥嘴状に突出する｡ 口縁部下には断面三角形の突帯が貼り付けられている｡ 61は筒形器台の裾

部で､ 外面には丹塗りの痕跡が残る｡

７号溝出土土器 (62～66)

図示できる資料は５点である｡ いずれも小片であり､ 時期を確定できる良好な資料は出土していな

い｡ 62は底部の１�４ほどが残存しており､ 凸レンズ状をなす｡ 64～66は混入品と考えられる｡ 64の
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第21図 ２号土坑出土土器実測図② (1/4)



口縁部は上面が水平で､ 内側へ鋭く突出する｡ 65は逆 ｢Ｌ｣ 字状の口縁部で､ 端部は丸く仕上げられ

ている｡

８号溝出土土器 (67～77)

67の壺には頸部と体部との境に断面形が ｢Ｍ｣ 字状の突帯が貼付されている｡ 68は口縁部が短く外

反する｡ 69は口縁部を欠く｡ 胴部は球形をなし､ 底部は丸底である｡ 70は口縁部が上外方へ直線状に

のびる甕｡ 胴部中位にやや膨らみをもつ｡ 71・72の底部は丸底に近いが､ 71は底部と胴部の境に不明
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第22図 １～６号溝出土土器実測図 (1/4) １号 (33～39) ２号 (40) ３号 (41～44)
４号 (45～49) ５号 (50～53) ６号 (54～61)



瞭ながら稜が巡り､ 72は底部中央がやや窪んでいる｡ 73～76は高坏｡ 73の口縁部は強く外反するが､

74は屈曲部から口縁部へは直線的にのびる｡ 75は坏体部が膨らみをもつ｡ 脚を有さず､ 鉢となる可能

性も考えられる｡ 77の鉢は､ 体部からほぼ直線状に口縁部へと続く｡ 下半部を欠く｡

９号溝出土土器 (78・79)

図示できるのは２点のみである｡ 78は甕の口縁部小片で､ 強く外反し､ 端部はやや角張る｡ 79は高

坏の脚裾部｡ 内湾気味に ｢八｣ の字に開き､ 脚端部は角張る｡
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第23図 ７～11号溝出土土器実測図 (1/4) ７号 (62～66) ８号 (67～77) ９号 (78・79)
10号 (80～84) 11号 (85～90)



10号溝出土土器 (80～84)

80は ｢く｣ の字状の甕口縁部｡ 81は残存状態が良くないが､ 凸レンズ状をなす甕の底部と思われる｡

82は高坏の口縁部資料｡ 屈曲部から口縁部へは外反し､ 端部は丸く仕上げられている｡ 83・84はとも

に小片の甕口縁部で､ 混入と考えられる｡

11号溝出土土器 (85～90)

85・86は甕の口縁部資料｡ 86は内傾して ｢く｣ の字に近い形状をなす｡ 87は甕の底部であろう｡ 平

底で､ 底径が5�7��と小さいつくりである｡ 88は底部と胴部の境が不明瞭で､ 不安定な形状である｡
90の底部は混入であろう｡

12号溝出土土器 (91～171)

12号溝からは､ 壺､ 甕､ 高坏､ 鉢､ 器台など､ まとまった状態で土器が出土している｡ 91～100は

壺｡ 91は球形の体部に短めの口縁部が上外方へのびる｡ 91に比べると92の体部はやや扁平なつくりで､

口縁部の立ち上がりが長い｡ 93の口縁部は短く外反しており､ 91に類似する｡ 94は口縁部を欠く｡ 体

部は球形に近い形状をなす｡ 95の頸部はほぼ垂直に立ち上がり､ 口縁が僅かに外方へ屈曲する｡ 98の

複合口縁は内傾して屈曲部の外面には明瞭な稜が巡る｡ 100はほぼ完形の小形壺で､ 山陰系の土器で

あろう｡ 最大幅は体部の中位よりやや上にあり､ 不明瞭ながら底部がつくり出されている｡ 口縁部は

ヨコナデ､ 外面はナデ調整で､ 内面には横方向のヘラケズリが施されている｡

101～117は甕で､ 口径が17��弱の小形のものから､ 43��ほどの大きさのものまでがある｡ 101・
102・104は口縁部が短く､ ほぼ直線的にのびる｡ 103の口縁部は ｢く｣ の字に屈曲し､ 屈曲部は内外と

も稜をなす｡ 105・106・110の口縁部は外反し､ 106・110は外反部が長い｡ 107は胴部が倒卵形をなし､

最大径が中位よりやや上にある｡ 底径は3�8��と小さい｡ 111は胴径に比べて口径が小さく､ 壺ともと
れる形状で､ 薄手のつくりである｡ 112は半分ほどが残存しており､ 全体の形状を知ることができる｡

口縁部は外反して端部は丸く仕上げられている｡ 胴部は最大幅がほぼ中位にあり､ 膨らみをもって整っ

た形に仕上げられている｡ 底部は丸底をなす｡ 113・114はともに口縁部が長い｡ 113はほぼ直線的にの

びるが､ 114は外反する｡ 115の口縁部はやや短めに外反する｡ 116は口縁部と胴部の境に突帯が巡り､

斜位の刻み目が施されている｡ 117は大形の甕で､ 口縁部と胴部の境に断面台形の突帯が貼り付けられ

ている｡ 口縁部はやや外反しながら斜め方向に立ち上がり､ 内端は摘み出されて短く尖る｡

118～130は底部資料｡ 118～126は凸レンズ状をなす｡ 118～123は底部と胴部の境が明瞭であるが､

124～126はやや不明瞭で丸底に近い｡ 127・128は丸底で､ 砲弾形を呈する｡ 129は脚台付土器の底部

片で､ 上部は甕と思われる｡ 脚台部は殆ど残っていない｡ 130は外来系土器の底部｡ 外面の調整はヘ

ラケズリによる｡

131～140は高坏｡ 131・132は口縁部が強く内湾し､ 端部は尖り気味に仕上げられている｡ 133～137

は口縁部付近の破片資料である｡ 133の口縁部は短く垂直に立ち上がり､ 外端部が肥厚する｡ 134は口

縁部がやや傾斜して立ち上がり､ 端部は角張る｡ 135～137は口縁部の傾きが大きく､ 135・137は外反

する｡ 138は屈曲部から外反気味に大きく開いて口縁端にいたる｡ 端部は丸く仕上げられている｡ 139・
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第24図 12号溝出土土器実測図① (1/4)
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第25図 12号溝出土土器実測図② (1/4)



140は脚裾部｡ 140の裾部は柱状部から屈曲して ｢八｣ の字に大きく開く｡

141～143は脚部資料｡ 141の裾部は大きく開き､ 円孔が一部残存する｡ 142は ｢八｣ の字に開き､ 脚

端部はやや角張る｡ 143は裾部径が5�2��の小形の脚部｡ 内外面ともナデ仕上げである｡
144～151は鉢｡ 144・145は体部から僅かに内湾して口縁にいたる｡ 144の底部は凸レンズ状をなす｡

146は底部を欠失する｡ 体部から口縁部は逆三角形状に開く｡ 147は大ぶりで､ 厚手のつくり｡ 口縁部

は内湾する｡ 148は底部を欠く｡ 最大径は体部の中位付近にあり､ 口縁端部が内側へやや膨らむ｡ 149

～151の口縁部は外方へ屈曲する｡ 149・151の底部は丸底である｡

152～156は器台｡ 152・153は上部にくびれ部を持ち､ 口縁部がラッパ状に開く｡ 152は裾部を欠く｡

154～156は器高が低く､ 肉厚なつくりで､ 上面が傾斜する｡ 155・156の上面には径1�5��前後の孔が
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第26図 12号溝出土土器実測図③ (1/4)



穿たれている｡

157～164は混入の可能性が高い資料｡ 157は鋤先状を呈する口縁部で､ 広口壺であろう｡ 口縁部上

面は水平である｡ 158～165は甕の口縁部｡ 158・159は内端が鳥嘴状に突出し､ 159の外端はやや垂下

する｡ 161～164は逆 ｢Ｌ｣ 字状をなすが､ 160・163・164はやや内傾する｡ 端部は総て丸く仕上げら

れている｡ 165は大形の甕で､ 口縁部は内傾して内側に強く張り出している｡ 口縁下に突帯は付され

ていない｡ 166～171は壺､ 甕の底部片｡ 166～168は甕で､ 169～171は壺であろう｡

17号溝出土土器 (172～194)

172は鋤先状の口縁部で､ 瓢形土器と思われる｡ 口縁は幅広で､ 上面はほぼ水平である｡ 173・174

は瓢形土器のくびれ部である｡ 172～174は丹塗りである｡ 175の甕は口縁がほぼ水平で､ 口縁部下に

断面三角形の突帯が巡る｡ 176の口縁部は､ 胴部との境が内外面とも稜をなさず､ 曲線状に外方へ開

く｡ 178の小形土器は甕としたが､ 胴部が張り出しており､ 壺ともとれる形状である｡ 口縁部は ｢く｣

の字状をなす｡ 179は口縁部と胴部との境に断面台形の突帯が貼付されている｡ 口縁端部は角張る｡

180の口縁は内傾して､ 内側へ突出する｡ 口縁部下には断面三角形の突帯が付されている｡ 181～187

の底部資料は総て平底である｡ 181と182は壺であろう｡ 185の底径は5�0��と小さく､ 底部端は稜が
ややあまい｡ 188～190の底部は中央が外方へ僅かに膨らんで､ 凸レンズに近い形状を呈する｡ 191と

192は小形土器の底部で､ 191は厚手のつくりである｡ 193は甕の蓋で､ つまみ部分のみが残存する｡

つまみ上面は水平なつくりである｡ 194は器台の裾部資料｡ 肉厚なつくりで､ 裾は ｢八｣ の字に開く｡
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第27図 12号溝出土土器実測図④ (1/4)



21号溝出土土器 (195～206)

195～198は甕の口縁部｡ 断面形は､ 195・196は逆 ｢Ｌ｣ 字状をなし､ 197は ｢く｣ の字､ 198は匙面

状を呈す｡ 199～203は底部資料｡ 199は若干上底を呈する資料｡ 200は外面にハケ目を残す｡ 201の底

部は凸レンズ気味｡ 202は底部から体部へ強く広がることから壺であろう｡ 203は凸レンズ状の形態を

なす｡ 204～206は高坏の破片資料｡ 204は口縁部が直立気味に屈曲し､ 上方でやや外反する資料｡ 205

は小片で､ 口縁部は短く屈曲する｡ 206はやや小形の高坏で､ 口縁部は ｢く｣ の字状に外へ屈曲する｡

22号溝出土土器 (207～211)

207・208は口縁部片で､ 207は ｢く｣ の字状をなす｡ 209～211は､ 凸レンズ状や､ それに近い形状
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第28図 17号溝出土土器実測図 (1/4)



の底部資料｡

23号溝出土土器 (212～220)

212は長頸壺で頸部と体部の境目には刺突文を施す｡ 213は複合口縁壺の口縁部｡ 214は底部資料で､
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第29図 21～23・26・27号溝出土土器実測図 (1/4) 21号 (195～206) 22号 (207～211)
23号 (212～220) 26号 (221) 27号 (222～225)



底部と胴部の境が不明瞭なため外面は僅かに凸レンズ状をなす｡ 215は甕の底部で ｢八｣ の字状に広

がる脚台を有す｡ 216～218は高坏｡ 216は口縁部が短く外反する｡ 217は坏部の屈曲部で､ 僅かに段を

有す｡ 218も坏部の屈曲部｡ 内湾する坏部から口縁部が外に大きく広がる｡ 219・220は甕の底部と推

定される資料で､ 混入品と考えられる｡

26号溝出土土器 (221)

221は甕の口縁部で､ 端部をやや肥厚させる｡ 断面形は ｢く｣ の字状を呈する｡

27号溝出土土器 (222～225)

222は複合口縁壺で､ 頸部は短く直立し口縁部にいたる｡ 口縁部の屈曲部には不明瞭な稜線を有す｡

223・224は甕の口縁部で､ 224の断面形は ｢く｣ の字状を呈する｡ 225は器台の脚部で､ 外面は僅かに

タタキ目を残す｡

30号溝出土土器 (226～231)

226～228は甕｡ 226は小形品で､ 僅かに口縁部を欠く｡ 口径と胴部最大径はほぼ同じで､ 口縁部と

胴部の境が僅かにくびれる｡ 底部は丸底である｡ 227は口縁部資料で､ 断面形は ｢く｣ の字状を呈す

る｡ 228は口縁部を１�２程度欠損する資料｡ 口縁部は断面 ｢く｣ の字状を呈し､ 胴部の最大径は口

径とほぼ同じで､ 中位よりやや上にあり､ 底部は丸底を呈する｡ 229は小形土器の底部で厚手のつく

りである｡ 230は高坏の脚部｡ 脚柱部は中空で､ ｢八｣ の字に裾部が広がり､ 円形のスカシ孔を３方に

穿つ｡ 231は鉢の口縁部で､ 端部は丸く仕上げる｡

31号溝出土土器 (232～255)

31号溝からは､ まとまった量の土器が出土した｡ 232～234は複合口縁壺｡ 232は頸部が直立気味に

立上り上方で大きく開き口縁部へとつづく｡ 233は口縁部の屈曲部の稜線がやや不明瞭なもの｡ 頸部

は外傾し､ 三角突帯を有す｡ 234は屈曲部の稜が不明瞭な破片資料｡ 235は外来系と考えられる複合口

縁壺の口縁部片｡ 直立し､ つくりが非常に薄い｡ 図示していないが27号溝から同一個体と考えられる

資料が出土している｡ 236～238は甕の口縁部｡ 236は断面 ｢く｣ の字状を呈し､ 端部は若干跳ね上げ

気味に仕上げている｡ 237は断面 ｢く｣ の字状を呈し､ 口縁下に突帯を有す｡ 238は中形品の口縁部で､

端部にはハケ目工具による刻み目が施される｡ 239～242は底部資料｡ 240は中形品で､ 刻み目を施す

突帯が１条確認できるため壺と考えられる｡ 241・242は脚台付の底部で甕と考えられる｡ 243は高坏

で､ 口縁部が短く外反する資料｡ 244～249は鉢と考えられる資料｡ 244は器高が低く､ 体部が内湾し

ながら口縁部にいたるもの｡ 245・246は内湾する体部から口縁部が直線的に広がる｡ 246はやや大形

であることから高坏の可能性もある｡ 247は口縁部を短く外に屈曲させる鉢で､ 底部はヘラケズリ後

にナデを施す｡ 248は内外面をハケ目で調整し､ 外面下部にケズリが残る資料｡ 249は口縁部が逆 ｢Ｌ｣

字状をなす｡ 器肉が厚いため坩堝／取瓶の可能性も考えたが､ 真土や銅の付着は認めらなかった｡ 脚

台が付く可能性がある｡ 250・251は器台で､ 250は裾部､ 251は上面部で､ 外面から孔を穿つ｡ 252は

手捏土器｡ 253～255は混入品であろう｡ 253・254は甕の口縁部資料で､ 外端は垂下し､ 内側が鳥嘴状

に突出する｡ 255は甕で､ 底部に孔を有す｡ 穿孔は焼成後に行われたと推測される｡
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第30図 30・31号溝出土土器実測図 (1/4) 30号 (226～231) 31号 (232～255)



33号溝出土土器 (256～268)

256～258は壺｡ 256は複合口縁壺の口縁部｡ 257は直口壺で､ 頸部下に断面三角形の突帯が巡る｡

258はほぼ完形の資料で､ 風化が著しいが外面の一部に丹塗りらしき痕跡がある｡ 259～264は甕｡ 259

は口縁部の破片資料｡ 260は小形品｡ 261～263は口縁部片で､ 断面 ｢く｣ の字状をなす｡ 264は口縁部

と胴部の２�３程度を欠く資料で､ 底部は凸レンズ気味である｡ 265～267は底部の資料で､ 265・266
は壺､ 267は甕であろう｡ 268は台付の手捏土器｡

34号溝出土土器 (269～314)

269～274は壺｡ 269は口縁部から肩部を欠く資料で底部は平底に近い｡ 体部の最大径は中位にある｡

270は口縁部が発達せず､ 頸部が短い｡ 271～274は複合口縁壺｡ 271は口縁部の外面に波状文､ 屈曲部

に刻み目を有す｡ 272・273は口縁部の断面形が逆 ｢く｣ の字状を呈する破片資料｡ 274は口縁端部をや

や尖り気味に仕上げ､ 屈曲部が不明瞭な資料｡ 275～282は甕の口縁部｡ 275は断面形が ｢く｣ の字状を

呈す資料で､ 口径は胴部最大径よりも大きい｡ 276・277は小形の甕｡ 277の口縁部は逆 ｢Ｌ｣ 字に近い｡

278～282は断面が ｢く｣ の字状を呈する破片資料で､ 278・281・282は外面にハケ目が確認でき､ 282

の内面には工具痕が残存する｡ 280は口縁下に断面三角形の突帯を有す｡ 283は１�２強が残存する資料｡
口縁部は直立気味で､ 胴部と口縁部との境がやや不明瞭である｡ 胴部は長胴で､ 最大径は上位にある｡

底部は丸底に近い凸レンズ状をなす｡ 284～295は底部資料で､ 284・285は平底をなす｡ 286～288は胴
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第31図 33号溝出土土器実測図 (1/4)
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第32図 34号溝出土土器実測図 (1/4)
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第33図 34～37・39号溝出土土器実測図 (1/4) 34号 (296～314) 35号 (315～317) 36号 (318～320)
37号 (321～326) 39号 (327・328)



部の下半を残すやや大形の資料で､ 底部は凸レンズ状をなす｡ 三者共に外面にはハケ目を施すが､ 287・

288は内面にもハケ目を施す｡ 289～294は底部の破片資料で､ 形状は凸レンズ状をなす｡ 器面は磨滅が

著しいが､ ハケ目を残すものがあり､ 293の胴部と底部の境目にはタタキ目が残存する｡ 295・296は底

部に孔を有す資料｡ 295は甕の底部を焼成後に穿孔する｡ 296は焼成前に穿孔が施されており､ 脚台が

付く可能性がある｡ 胴部下位には右下から左上方向へヘラケズリを施す｡ 297～302は高坏｡ 297は口縁

部を短く屈曲させる資料｡ 298は口縁部が外に長く広がるため､ 屈曲部は坏部の中ほどにあると考えら

れるもの｡ 299～301は脚部資料｡ 円形のスカシ孔が､ 299は１カ所､ 300には２カ所確認できる｡ 301は

器肉がやや厚めである｡ 302は内湾する体部から口縁部が外に大きく広がる資料で､ 鉢の可能性もある｡

303は鉢で､ 外面はハケ目､ 内面はナデを施す｡ 304・305は器台｡ 304は脚部上部がくびれ､ 口縁部が

外反する｡ 305は所謂靴形器台とされるもので､ 上面には焼成前に穿孔された孔を有す｡ 306～308は畿

内系の土器と考えられる破片資料｡ 306は庄内甕と考えられる口縁部片で､ 器肉は非常に薄く､ 口縁端

部が上方へ尖り気味に仕上げられている｡ 307・308は器台と考えられる資料で､ 307には若干のハケ目

が､ 308にはミガキが残る｡ 309～311は手捏土器｡ 309は鉢形で､ 底部は凸レンズ状をなす｡ 310も鉢形

の資料で､ 丸底を呈する｡ 内外面に指頭痕を残す｡ 311は尖底で､ 胴下半部に注口状の孔が穿たれてい

る｡ 用途については不明である｡ 手捏によって形成されたと考えられるが､ 丁寧にナデを施す｡ 312は

線刻が施された土器片｡ 線刻は有機質の工具によるものと思われる｡ 313・314は混入品と考えられる

資料｡ 313は壺の口縁部片で､ 鋤先状をなす｡ 314は甕の底部｡ 上底で､ 外端はやや外に開く｡

35号溝出土土器 (315～317)

315はやや凸レンズ気味の底部｡ 316はドーナツ形底を呈する資料｡ 317は高坏､ もしくは器台様の

小形土器｡

36号溝出土土器 (318～320)

318は断面が鋤先状を呈する壺の口縁部片｡ 319は甕で､ 口縁部が僅かに内傾する｡ 320は甕の底部

資料｡ やや上底を呈する｡

37号溝出土土器 (321～326)

321・322は甕の口縁部片｡ 321は断面形が逆 ｢Ｌ｣ 字状に近く､ 端部は丸く仕上げる｡ 322は内面が

匙面状を呈し､ 口縁下に突帯を付す｡ 323は底部の資料で､ 底面はやや上底｡ 324・325は鉢｡ 324は底

部から直線的に立ち上がり､ 口縁端部に至る｡ 325は底部が凸レンズ状をなす資料で､ 直立気味の体

部上半に僅かに外傾させた短い口縁部がつく｡ 326は手捏土器で､ 鉢状を呈す｡

39号溝出土土器 (327・328)

327は壺の口頸部で､ 頸部は直立気味に立ち上がり､ 口縁部がやや外反する｡ 328の甕の口縁部は､

小片であり､ 混入したものであろう｡

41号溝出土土器 (329・330)

329・330は複合口縁壺の口縁部片｡ 329は内外面共にハケ目が残存する｡ 330は磨滅が著しく､ 調整

は不明｡
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42号溝出土土器 (331～335)

331は瓢形土器で､ くびれ部に ｢コ｣ の字突帯を有する｡ 332は甕の口縁部で､ 断面形が ｢く｣ の字

状を呈する｡ 333も甕の口縁部で､ 胴部最大径が口径を明らかに上回る資料｡ 334・335は底部資料で､

共にやや上底を呈する｡ 335はやや薄手のつくりである｡

44号溝出土土器 (336)

底部に脚台が付く資料で､ 底部には焼成後穿孔が確認できる｡ 内面はナデを施すが､ 一部に工具痕

が残存する｡

46号溝出土土器 (337・338)

337・338は甕の口縁部片｡ 337は断面形が逆 ｢Ｌ｣ 字に近く､ 338の断面形は ｢く｣ の字状を呈する｡

両者共に混入品の可能性がある｡

47号溝出土土器 (339～351)

339～341は壺で､ 頸部下に断面三角形の突帯を有す｡ 339は直立する頸部が上方で外に開く資料｡

器肉は上部で薄くなる｡ ややなで肩の器形である｡ 340も339と同様になで肩を有す｡ 341の口頸部は

外反し､ 端部がやや角張る｡ 342は瓢形土器の肩部資料で､ くびれ部に突帯が１条確認できる｡ 343～

345は甕｡ 343は小形品で､ 胴部最大径が口径を凌ぐ資料｡ 344は口縁部の断面形が ｢く｣ の字に近い

もの｡ 345は小形品と考えられ､ 口縁部が短く外反し､ 胴部との境が不明瞭な資料｡ 346～348は甕も

しくは壺の底部｡ 346・347は胴部の下半が残存しており､ 底部は凸レンズ気味である｡ 349は口縁部

の断面形が鋤先状をなす高坏で､ 口縁外端部を欠損するが､ 口径は27�4��程度であろう｡ 口縁部上
面は水平となっている｡ 内外面とも丹塗りの痕跡は認められない｡ 350・351は鉢であろう｡ 350は口

縁部を欠損する資料で､ 壺の体部下半の可能性もある｡ 351は底部からやや内湾気味に体部が立ち上

り､ 口縁は丸味をもつ｡

48号溝出土土器 (352～354)

352は甕の口縁部で､ 断面形は逆 ｢Ｌ｣ 字に近い｡ 353は底部の破片資料｡ 全体的に磨滅するが､ 外

面に僅かにハケ目が残る｡ 354は瓢形土器のくびれ部資料で､ 突出度の高い ｢コ｣ の字状の突帯と､

その下位に､ 断面三角形の突帯を巡らす｡

５号掘立柱建物出土土器 (355・356)

355・356は底部の破片｡ 355は小形品で､ 356は器肉が厚い資料｡

６号掘立柱建物出土土器 (357～362)

357は丹塗りの無頸壺の口縁部資料｡ 口縁部には蓋と緊縛するための孔が１つ確認できる｡ 358～

361は甕の口縁部資料｡ 358は上面が水平で端部を丸く仕上げる｡ 359は断面形が ｢く｣ の字を呈する

資料で､ 端部を僅かに下方へつまみ出す｡ 360・361は断面形が ｢く｣ の字を呈する資料｡ 362は平底

の底部資料｡

竪穴状遺構出土土器 (363～365)

363は甕の口縁部で､ 断面形は ｢Ｔ｣ 字をなし､ 上面をやや外傾させる｡ 端部に刻み目､ 外面には
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第34図 41・42・44・46～48号溝出土土器実測図 (1/4)
41号 (329・330) 42号 (331～335) 44号 (336)
46号 (337・338) 47号 (339～351) 48号 (352～354)



赤色顔料を施す｡ 364は上底で､

肉厚な資料｡ 甕の底部である可能

性がある｡ 365は平底気味の資料

で､ 底部の厚みは薄い｡

ピット出土土器 (366～404)

366・388・389はＰ28､ 367・

371はＰ53､ 368はＰ54､ 369はＰ

37､ 370はＰ51､ 372・375・379・

394はＰ27､ 373はＰ59､ 374はＰ

42､ 376はＰ45､ 377はＰ39､ 378

はＰ46､ 380はＰ41､ 381はＰ55､

382・401はＰ30､ 383はＰ49､ 384

はＰ62､ 385はＰ57､ 386はＰ52､

387・392はＰ32､ 390はＰ29､ 391

はＰ31､ 393はＰ33､ 395はＰ35､

396はＰ３､ 397はＰ40､ 398はＰ

50､ 399はＰ24､ 400はＰ36､ 402はＰ34､ 403はＰ９､ 404はＰ48から出土した資料｡ 366・367は壺の

口縁部資料｡ 366は所謂樽形土器で､ 口縁下に鍔状の突帯を貼り付ける｡ 367は断面形が鋤先状を呈し､

端部に刻み目を施す資料｡ 368～381は甕の口縁部で､ 374～381については小片の資料｡ 369は小形の

甕｡ 368・376・377は口縁部の断面形が逆 ｢Ｌ｣ 字に近い形状をなし､ 380・381は匙面状をなす｡ 373・

379は口縁部が ｢く｣ の字状を呈する｡ 382～394は底部資料｡ 382・383・386・390は平底､ 384・385

は上底で肉厚､ 391・392は僅かに上底､ 393・394は凸レンズ底ないしはそれに近い資料｡ 388は小形

品､ 382・394は壺であろう｡ 395は高坏の脚柱部｡ 396～398は器台｡ 396は鼓形をなし､ ほぼ中位にく

びれを持つ資料｡ 397は筒形器台の破片資料で､ 口縁部は外反する｡ 口縁下に口唇状の突帯を付し､

内外面に丹塗りの痕跡が見られる｡ 398は所謂靴形器台で､ 上面には径３��程度の孔を有す｡ 399～
402は鉢｡ 399は丸底で､ 内湾する体部から口縁部が外に開く資料｡ 400～402は同タイプの鉢｡ 403は

鉢様の手捏土器で､ 口縁部を欠く｡ 404は不明土製品で､ 尖端部には孔を有す｡ 注口部の可能性もあ

るが､ 全形を知り得ず､ 種別を特定できない｡

遺構検出時出土土器 (405～412)

405は壺の口縁部資料で､ 鋤先状をなすが､ さほど発達していない｡ 406～408は高坏｡ 406は磨滅に

より器面の調整は不明だが､ 本来は丹塗り磨研されていたと考えられる｡ 口縁部は大きく発達し､ 外

側に垂下する｡ 407は坏部上半が残存する資料｡ 408は脚柱部｡ 409は甕の蓋｡ 410は鉢と考えられる土

器の破片資料で､ 口縁部は大きく内傾する｡ 磨滅が著しいが､ 外面に僅かに丹塗りの痕跡を残す｡ 同

一個体と考えられる小片に三角突帯を２条付すものがある｡ 脚台が付く可能性がある｡ 411は器台様
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第35図 ５・６号掘立柱建物跡・竪穴状遺構出土土器実測図 (1/4)
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第36図 ピット出土土器実測図 (1/4)



の小形土器｡ 412は鉢状を呈する手捏土器｡

(２) 土製品 (図版38､ 第38図)

１は31号溝から出土した分銅形土製品である｡ 上半部の破片で､ 形態は円形を基調とする｡ 施文さ

れているのは片面のみで､ 顔面を表現している｡ 鼻から眉にかけては凸帯により連続的に表現され､

眉の隆起は側面部に至る｡ 目と口は半円状の沈線文で表し､ 鼻の直下にも沈線を施す｡ 調整はナデと

指オサエを施しており､ 胎土は粗砂粒を多く含む｡ 現存長4�0��､ 最大幅4�8��､ 最大厚1�2��である｡
２・３は土製模造鏡の可能性があるが､ 鈕孔は確認できていない｡ ２は12号溝､ ３は34号溝から出

土した｡ ２の残存長は3�05��､ 最大幅3�25��､ 最大厚1�5��であり､ ３の残存長は3�45��､ 残存幅2�
9��､ 最大厚1�35��を測る｡ ２は ｢摘み出し型｣(１)における鈕周辺の凹みや弓なりの本体に似た特徴

を確認できるが､ ３については磨滅が激しく形状が不明瞭である｡

４・５は杓子状土製品である｡ ４は６号掘立柱建物Ｐ１から出土した完形品で､ 身は深く､ ほぼ正

円形を呈する｡ 柄は身部外底面の延長でのび､ 身部口縁からは傾斜して至る｡ 調整はナデ､ ハケ目､

指オサエを施しており､ 胎土は細砂粒を含む｡ 全長13�5��､ 最大幅6�75��､ 高さ3�75��を測る｡ ５
は､ 遺構検出時に出土した身の中ほどから柄の基部にかけての破片である｡ 柄は体部のほぼ中位に付

され､ 調整はナデ､ ハケ目､ 指オサエを施す｡ 胎土は細砂粒を含み､ 残存長8�15��､ 残存幅5�65��､
高さ6�55��を測る｡
６は包含層から出土した｡ 管状土錘に似るが､ やや湾曲していることから他の器種も想定すべきで

ある｡ 全面にナデ調整を施し､ 胎土は細砂粒を含む｡ 残存長6�0��､ 最大厚2�4��を測る｡
７は１号溝から出土した棒状土製品で､ 把手状に湾曲している｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含み､ 硬

質に焼成されている｡ 残存長4�15��､ 最大幅1�5��を測る｡
８～12は投弾形土製品で､ 11以外は完形品である｡ ８は１号土坑､ ９はＰ47､ 10は34号溝､ 11は８

号溝､ 12は17号溝から出土した｡ ８は全長3�8��､ 幅2�15��､ 重さは14�5ｇであり､ 胎土は細砂粒を
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第37図 遺構検出時出土土器実測図 (1/4)
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表１ 出土土器観察表

番
号

挿図
図版 種 別 出土位置 法量(��)①口径②器高

③底径④胴部最大径 残存状態 調 整 及 び 特 徴 備 考

１ 第19図 壺 １号土坑 ①(内径20�9 外径27�2) 口縁部１�６ 調整は内外面ともにヨコナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色､ 内面黄褐色｡

２ 第19図 壺 １号土坑 ①(内径27�0 外径33�2) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

３ 第19図 壺 １号土坑 ①(内径28�5 外径35�0) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黒色～黄褐色｡

４ 第19図 壺 １号土坑 － 体部～底部 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

５ 第19図 甕 １号土坑 ①(内径19�6 外径25�0) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調内は外面ともに黄褐色､ 一部赤褐色｡

６ 第19図
図版19 甕 １号土坑 ①(内径20�0 外径26�0) 口縁部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色～灰黄色｡

７ 第19図
図版19 甕 １号土坑 － 口縁部小片

調整は不明､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに黄褐色｡

８ 第19図 甕 １号土坑 ①(内径21�2 外径28�4) 口縁部１�５ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに赤褐色｡

９ 第19図
図版19 甕 １号土坑 ①(内径24�6 外径35�9) 口縁部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面黄褐色｡

10 第19図 壺 １号土坑 ③(6�6) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

11 第24図
図版19 壺 １号土坑 ③7�4 底部完形 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

12 第19図 壺 １号土坑 ③(12�6) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面淡黄褐色｡

13 第19図 甕 １号土坑 ③(7�0) 底部１�２ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに茶褐色～赤褐色｡

14 第19図 甕 １号土坑 ③(8�2) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面赤褐色｡

15 第19図 甕 １号土坑 ③(9�1) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡ 胎土は粗･細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

16 第20図
図版19 壺 ２号土坑 ①内径9�5 外径13�6

②14�6 ③6�1 全体の２�３ 調整は内外面ともにナデ､ 口縁部・突帯部ヨコナデ｡
胎土は粗・細砂粒､ 赤色粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

17 第20図
図版19 壺 ２号土坑 ③7�2 ④33�9 体部～底部

調整は外面丁寧なナデ､ 内面不明､ 突帯上下部ヨコナデ｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに茶褐色｡

18 第20図 壺 ２号土坑 ④(27�0) 体部１�６ 調整は外面ヘラミガキ､ 内面ナデ？､ 突帯部ヨコナデ｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

黒塗りの痕跡あり

19 第20図 壺 ２号土坑 ③8�3 底部２�３ 調整は外面ヘラミガキ､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

20 第20図
図版19 壺 ２号土坑 ③7�0 底部完存 調整は外面ヘラミガキ､ 内面ナデ？｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内面赤褐色｡ 丹塗り

21 第20図
図版19 甕 ２号土坑 ①(内径16�2 外径23�0) 口縁部１�４ 調整は外面ヘラミガキ､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

黒塗り痕跡あり

22 第20図
図版19 甕 ２号土坑 ①(内径23�3 外径29�0) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面黄褐色｡

23 第20図
図版19 甕 ２号土坑 ①(内径26�7 外径32�0) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色～赤褐色｡

24 第20図
図版19 甕 ２号土坑 ①(内径31�3 外径39�6) 口縁部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面黄褐色｡

25 第20図
図版19 甕 ２号土坑 ①(内径30�4 外径38�4) 口縁部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含み､ 赤色粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

26 第20図 甕 ２号土坑 ①(内径35�6 外径43�8) 上半部１�８ 調整は外面不明､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は粗砂粒を多く含み､ 赤色粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡
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番
号

挿図
図版 種 別 出土位置 法量(��)①口径②器高

③底径④胴部最大径 残存状態 調 整 及 び 特 徴 備 考

27 第20図
図版19 甕 ２号土坑 ①(内径41�0 外径51�6) 口縁部１�６ 調整は不明､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

28 第21図 甕 ２号土坑 ③(7�2) 底部１�２ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ？｡
胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面暗赤褐色､ 内面茶褐色｡

29 第21図
図版19 甕 ２号土坑 ③7�0 底部完存 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面黒色｡

30 第21図
図版19 甕 ２号土坑 ③8�6 底部完存 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

31 第21図
図版19 器台 ２号土坑 くびれ部径6�15 くびれ部完存

調整は外面ヘラミガキ､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

32 第21図
図版19 器台 ２号土坑 ③裾部径8�0 下半部１�２ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

33 第22図
図版20 壺？ １号Ａ溝 － 口縁部小片 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

34 第22図 甕 １号Ａ溝 － 口縁部小片
調整は外面ヨコナデ､ 内面ハケ目｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

35 第22図
図版20 高坏 １号Ａ溝 － 坏部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

36 第22図 鉢 １号Ａ溝 ①6�5 上半部１�５ 調整は外面わずかにハケ目､ 内面ハケ目､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は精良｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに黄褐色｡

37 第22図
図版20 器台 １号Ａ溝 くびれ部径7�6 胴部完存

調整は外面タタキ目後ハケ目及びナデ､ 内面ナデ｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色､ 内面灰黄色｡

38 第22図
図版20 壺 １号Ａ溝 ①(袋状口縁部最大径9�5) 口縁部１�５ 調整は不明｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内面黄褐色｡ 丹塗り

39 第22図 甕 １号Ａ溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面赤褐色｡

40 第22図 鉢 ２号溝 ①(13�8) 口縁部１�５ 調整は外面ナデ､ 内面不明｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

41 第22図 甕 ３号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色～淡赤褐色｡

42 第22図 底部 ３号溝 ③(7�0) 底部１�４ 調整は外面不明､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

43 第22図 底部 ３号溝 ③(8�4) 底部１�２ 調整は内外面ともにハケ目後ナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに赤褐色｡

44 第22図
図版20 器台 ３号溝 ①(13�3) 口縁部１�４ 調整は内外面ともにハケ目後ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面淡褐色｡

45 第22図
図版20 壺 ４号溝 ①(内径10�4 外径12�7) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内面灰白色｡ 丹塗り

46 第22図
図版20 壺 ４号溝 ①(23�5) 口縁部１�４ 調整は内外面ともにハケ目､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

47 第22図 壺 ４号溝 ③(7�2) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

48 第22図
図版20 甕 ４号溝 ①(内径21�9 外径27�5) 口縁部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

49 第22図 甕 ４号溝 ③(9�4) 底部１�４ 調整は外面ハケ目わずかに残る｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

50 第22図 甕？ ５号Ａ溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗黄褐色｡

51 第22図 底部 ５号Ａ溝 ③(8�8) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡
色調は外面淡茶褐色～暗茶褐色､ 内面白灰色｡

52 第22図
図版20 高坏 ５号Ｂ溝 － 坏部小片 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡
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番
号

挿図
図版 種 別 出土位置 法量(��)①口径②器高

③底径④胴部最大径 残存状態 調 整 及 び 特 徴 備 考

53 第22図
図版20 底部 ５号Ａ溝 ③(6�7) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面褐色｡

54 第22図
図版20 壺 ６号溝

東部 ①7�85 口縁部完存 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

55 第22図
図版20 甕 ６号溝

北部 － 口縁部小片
調整は内外面ともにヨコナデ？｡
胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

56 第22図 底部 ６号溝 ③(5�6) 底部１�２ 調整は外面不明､ 内面ハケ目状工具痕残る｡
胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

57 第22図 底部 ６号溝
北部 ③(8�6) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡
色調は外面赤褐色～暗茶褐色､ 内面淡茶褐色｡

58 第22図
図版20 底部 ６号溝

東部 ③5�2 底部１�２ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに赤褐色｡

59 第22図 壺 ６号溝
北部 ①(内径25�5 外径33�2) 口縁部１�９ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡ 丹塗り？

60 第22図
図版20 甕 ６号溝 ①(内径32�0 外径40�6) 口縁部１�２ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面淡赤褐色｡

61 第22図 筒形
器台 ６号溝 ③(42�0) 脚裾部１�10 調整は外面ナデ､ 内面ハケ目｡胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡

色調は外面淡赤褐色～赤褐色､ 内面淡黄褐色｡
丹塗り

62 第23図 底部 ７号溝 ③(8�6) 底部１�４ 調整は外面ナデ､ 内面不明｡
胎土は粗砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに茶褐色｡

63 第23図
図版20 手捏 ７号溝 ①6�8 ②5�1 ③3�0 ほぼ完形

調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに赤褐色｡

64 第23図 甕 ７号溝 － 口縁部小片
調整は内外面ともにヨコナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

65 第23図 甕 ７号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

66 第23図 底部 ７号溝 ③(6�0) 底部１�２ 調整は外面ナデ？､ 内面不明｡
胎土は細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

67 第23図
図版20 壺 ８号溝

北部 － 頸部小片
調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目後ナデ､ 突帯部ヨコナデ｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗茶褐色､ 内面黒褐色｡

68 第23図
図版21 壺 ８号溝 ①(12�0) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗黄褐色｡

69 第23図
図版21 壺 ８号溝

中央部 ④(12�0) 口縁部欠失
調整は外面ハケ目後ナデ､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

70 第23図
図版21 甕 ８号溝 ①(13�9) ④(14�0) 口縁部～

脚部１�３ 調整は外面タタキ後ハケ目､ 内面ハケ目｡
胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面灰黄褐色､ 内面灰黄褐色～灰白色｡

71 第23図
図版21 底部 ８号溝 ③4�8 胴下半部

～底部

調整は外面ハケ目(ヘラ状工具痕あり)､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色､ 内面明茶褐色｡

72 第23図
図版21 底部 ８号溝

北部 ④(17�3) 底部１�４ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗茶～暗赤褐色､ 内面赤褐色｡

73 第23図
図版21 高坏 ８号溝 － 坏部小片

調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面不明｡
胎土は精良｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに淡赤褐色｡

74 第23図
図版21 高坏 8・13号溝

北部 ①(31�1) 坏部１�12 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

75 第23図
図版21 高坏 ８号溝

北部 － 口縁部小片
調整は外面不明(わずかにヘラミガキ残る)､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

鉢の可能性あり

76 第23図
図版21 高坏 ８号溝 － 柱状部完存 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

77 第23図
図版21 鉢 ８号溝

北部 ①(19�9) 口縁部１�３ 調整は外面ヘラミガキ､ 内面ハケ目｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面茶灰褐色､ 内面暗灰褐色｡

78 第23図 甕 ９号溝 － 口縁部小片
調整は外面不明､ 内面ヨコナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面淡赤褐色｡
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79 第23図
図版21 高坏 ９号溝 ③脚裾部15�4 脚裾部完存 調整は外面ヘラミガキ､ 内面ハケ目｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

80 第23図
図版21 甕 10号溝 ①(22�7) 口縁部１�５ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面ナデ｡

胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面褐色､ 内面淡赤褐色｡

81 第23図 甕？ 10号溝 ③(5�7) 底部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面淡茶褐色｡

82 第23図
図版21 高坏 10号溝 － 坏部小片 調整は不明｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

83 第23図 甕 10号溝 － 口縁部小片
調整は外面不明､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

84 第23図
図版21 甕 10号溝 － 口縁部小片

調整は外面ハケ目､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面暗赤褐色､ 内面赤褐色｡

85 第23図
図版21 甕 11号溝 ①(28�6) 口縁部１�６ 調整は外面ハケ目後ナデ､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～茶褐色､ 内面黄褐色～淡赤褐色｡

86 第23図
図版21 甕 11号溝 － 口縁部小片

調整は外面ハケ目､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面茶灰褐色､ 内面茶褐色｡

87 第23図
図版22 甕？ 11号溝

南端 ③5�7 底部完存 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄白色｡

88 第23図
図版22 底部 11号溝 ③9�7 底部完存

調整は外面不明､ 内面ナデ？わずかにハケ目残る｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗赤褐色､ 内面暗灰色｡

89 第23図
図版22 器台 11号溝 ③裾部径7�4 下半部完存

調整は内外面ともにナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄白色｡

90 第23図
図版22 底部 11号溝 ③6�65 底部完存

調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡
色調は外面赤褐色～淡赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

91 第24図
図版22 壺 12号溝

Ⅲ区 ①(11�5) ④(16�4) 口縁～体部
１�６ 調整は外面一部ハケ目残る､ 口縁部～内面不明｡

胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色～暗茶褐色､ 内面淡黄褐色｡

92 第24図
図版22 壺 12号溝

Ⅰ区上層
①13�4 ②(15�1)
④18�25 全体の４�５

底部欠失

調整は内外面ともにハケ目､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は精良｡ 焼成は良好｡
色調は外面茶褐色､ 内面黄褐色～灰褐色｡

93 第24図
図版22 壺 12号溝

Ⅱ区 ①(12�5) 口縁部１�２ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

94 第24図
図版22 壺 12号溝

Ⅱ区 ④(15�5) 体部１�３ 調整は外面不明､ 内面ハケ目｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡茶褐色､ 内面灰褐色｡

95 第24図
図版22 壺 12号溝 ①(13�6) 口縁部１�８ 調整は内外面ともにナデ､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

96 第24図
図版22 壺 12号溝 ①(18�4) 口縁部１�３ 調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目わずかに残る｡

胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

97 第24図 壺 12号溝
Ⅱ区下層 － 口縁部小片

調整は内外面ともにナデ？｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

98 第24図
図版22 壺 12号溝

Ⅱ区上層 ①(19�6) 口縁部１�６ 調整は外面不明､ 内面ハケ目わずかに残る｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面黄褐色｡

99 第24図 壺 12号溝
Ⅱ区上層 (屈曲部27�6) 口縁屈曲部

１�６ 調整は外面ハケ目､ 内面わずかにハケ目残る｡
胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

100 第24図
図版22 壺 12号溝

Ⅱ区上層
①(10�3) ②9�75
④11�3 ほぼ完形

調整は外面ナデ､ 内面ヘラケズリ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

101 第24図
図版22 甕 12号溝

Ⅰ区上層 － 口縁部小片
調整は内外面ともにナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は粗砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色､ 内面赤褐色｡

102 第24図
図版22 甕 12号溝

Ⅳ区 ①(16�8) 口縁部１�８ 調整は内外面ともにヨコナデ｡
胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面暗赤褐色､ 内面黄褐色｡

103 第24図 甕 12号溝
Ⅱ区上層 ①(18�8) 口縁部１�５ 調整は内外面ともにハケ目､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

104 第24図
図版22 甕 12号溝

Ⅰ区 ①(21�6) 口縁部１�８ 調整は不明(一部ヨコナデ)｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡
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105 第24図
図版22 甕 12号溝

Ⅰ区最下層 ①(20�5) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目後ナデ､ 内面ハケ目｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

106 第24図
図版23 甕 12号溝

Ⅰ区 ①(19�9) 口縁部１�３ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

107 第24図
図版23 甕 12号溝

Ⅱ区 ③3�8 ④15�3 口縁部
欠く

調整は内外面ともにハケ目後ナデ｡
胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに茶褐色｡

108 第24図
図版23 甕 12号溝

Ⅰ区上層 ①(15�4) 口縁部１�４ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面ハケ目｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗黄褐色｡

109 第24図
図版23 甕 12号溝

Ⅳ区 ①(16�0) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目･ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗茶褐色､ 内面淡茶褐色｡

110 第24図
図版23 甕 12号溝

Ⅱ区上層 ①(21�6) 口縁部１�３ 調整は内外面ともにハケ目､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

128と同一個体
の可能性あり

111 第24図
図版23 甕 12号溝

Ⅰ区上層 ①(14�8) 口縁部１�５ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

112 第24図
図版23 甕 12号溝

Ⅰ区
①(20�4) ②25�8
④(23�6) 全体の１�２ 調整は外面ハケ目後ナデ､ 内面不明｡

胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

113 第25図
図版23 甕 12号溝

Ⅲ区 ①(21�9) 口縁部１�５ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色～黒褐色｡

114 第25図
図版23 甕 12号溝

Ⅱ区 ①(25�3) 口縁部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

115 第25図 甕 12号溝
Ⅱ区 ①(22�9) 口縁部１�６ 調整は外面ハケ目後ナデ､ 内面ハケ目､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面暗茶褐色､ 内面淡黄褐色｡

116 第25図
図版23 甕 12号溝

Ⅱ区 ①(27�2) 口縁部１�５ 調整は内外面ともにハケ目､ 突帯部ヨコナデ､ 刻み目｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面暗茶褐色､ 内面淡茶褐色｡

117 第25図
図版23 甕 12号溝

Ⅰ区上層 ①(43�0) 口縁部１�12 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

118 第25図
図版23 底部 12号溝

Ⅰ区下層 ③(6�0) 底部１�２ 調整は外面不明､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗茶褐色､ 内面淡赤褐色｡

119 第25図
図版23 底部 12号溝

Ⅱ区下層 ③(6�2) 底部１�２ 調整は外面不明､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色～暗赤褐色､ 内面黄褐色｡

120 第25図 底部 12号溝
Ⅵ区 ③(7�7) 底部１�４ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面茶褐色｡

121 第25図
図版23 底部 12号溝

Ⅱ区 ③(10�2) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

122 第25図
図版23 底部 12号溝

Ⅳ区上層 ③(7�6) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡ 胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面暗茶褐色｡

123 第25図
図版23 底部 12号溝

Ⅳ区 ③(6�3) 底部１�３ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗赤褐色｡

124 第25図
図版23 底部 12号溝

Ⅱ区 ③6�1 底部完存
調整は内外面ともにナデ？｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面赤褐色｡

125 第25図
図版23 底部 12号溝

Ⅰ区 ③5�9 底部完存
調整は外面ハケ目(一部タタキ目もみられる)､ 内面不明｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面淡黄褐色｡

126 第25図
図版24 底部 12号溝

Ⅰ区上層 ③7�4 底部完存
調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目後ナデ｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色～赤褐色｡

127 第25図
図版24 底部 12号溝

Ⅲ区上層 － 底部小片
調整は外面一部ハケ目､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに淡赤褐色｡

128 第25図
図版24 底部 12号溝

Ⅱ区上層 － 底部１�３ 調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目後ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗赤褐色｡

110と同一個体
の可能性あり

129 第25図 脚台付
土器

12号溝
Ⅱ区上層 － 底部～脚台

上部

調整は外面ナデ？､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色､ 内面灰黒色｡

130 第25図 底部 12号溝
Ⅳ区 － 底部完存

調整は外面ヘラケズリ状の仕上げ､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は堅緻｡
色調は内外面ともに暗褐色｡
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131 第25図 高坏 12号溝
Ⅲ区上層 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

132 第25図
図版24 高坏 12号溝

Ⅱ区上層 ①(30�6) 口縁部１�５ 調整は外面不明､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

133 第25図
図版24 高坏 12号溝

Ⅱ区 － 口縁部小片
調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～暗茶褐色､ 内面暗茶褐色｡

134 第25図 高坏 12号溝
Ⅱ区下層 － 口縁部小片

調整は外面不明､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色､ 内面淡赤褐色｡

135 第25図
図版24 高坏 12号溝

Ⅰ区 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は精良｡ 焼成はやや軟質｡
色調は内外面ともに赤褐色～黄褐色｡

136 第25図
図版24 高坏 12号溝

Ⅰ区上層 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

137 第25図 高坏 12号溝
Ⅱ区 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面赤褐色｡

138 第25図
図版24 高坏 12号溝

Ⅳ区 ①(32�2) 坏部１�５ 調整は不明｡ 胎土は精良｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに赤褐色～黄褐色｡

139 第26図
図版24 高坏 12号溝

Ⅱ区 － 脚裾部小片
調整は外面ヘラミガキ､ 内面ハケ目｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

円孔一部残存

140 第26図
図版24 高坏 12号溝

Ⅳ区 ③(脚裾部径18�2) 脚裾部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

141 第26図
図版24 脚部 12号溝

Ⅳ区 ③(脚裾部径11�6) 脚部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄灰色｡

142 第26図
図版24 脚部 12号溝

Ⅳ区 ③(脚裾部径11�1) 脚部１�３ 調整は内外面ともにハケ目｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面赤褐色｡

143 第26図
図版24 脚部 12号溝

Ⅳ区 ③(脚裾部径5�2) 脚部１�２ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗･細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色～茶褐色｡

144 第26図
図版24 鉢 12号溝

Ⅰ区下層
①(9�0) ②5�15
③(2�3) 全体の１�４ 調整は外面不明､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面赤褐色｡

145 第26図
図版24 鉢 12号溝

Ⅵ区 ①(14�3) 全体の１�２ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～淡赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

146 第26図
図版24 鉢 12号溝

Ⅱ区 ①(17�1) 底部欠失
調整は外面ヘラケズリ､ 内面不明｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

147 第26図
図版24 鉢 12号溝

Ⅱ区 ①(22�2) 口縁部１�５ 調整は外面ハケ目後ナデ､ 内面ハケ目｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面赤褐色｡

148 第26図
図版24 鉢 12号溝

Ⅱ区上層 ①(15�8) 口縁部１�７
底部欠失

調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目後ナデ｡
胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面茶褐色～黒褐色､ 内面褐色｡

149 第26図
図版24 鉢 12号溝

Ⅰ区 頸部径14�5 口縁部欠失
調整は外面ハケ目､ 内面ナデ､ 口縁部ハケ目｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

150 第26図
図版25 鉢 12号溝

Ⅱ区上層 ①(20�8) 口縁部１�６ 調整は外面不明､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡ 焼成はやや軟質｡
色調は外面黄褐色～暗褐色､ 内面黄褐色｡

151 第26図
図版25 鉢 12号溝

Ⅴ区上層 ①(17�6) 口縁部３�４
欠失

調整は外面不明､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

152 第26図
図版25 器台 12号溝

Ⅰ区 ①10�6 裾部欠失 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

153 第26図
図版25 器台 12号溝

Ⅰ区上層 ③裾部径15�7 裾部１�２
口縁部欠失

調整は内外面ともにハケ目｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに茶褐色～赤褐色｡

154 第26図
図版25 器台 12号溝

Ⅳ区 ③裾部径5�2 全体の１�２ 調整は外面タタキ目､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面黄褐色｡

155 第26図
図版25 器台 12号溝

Ⅰ区 ③裾部径10�6 全体の１�３ 調整は外面タタキ目後ハケ目､ 内面不明｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに赤褐色｡

上部穿孔あり

156 第26図
図版25 器台 12号溝

Ⅱ区 ③裾部径8�4 ほぼ完形
調整は不明､ 外面ハケ目残る｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色～淡赤褐色｡

上部穿孔あり
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157 第27図
図版25 壺 12号溝

Ⅳ区 ①(内径25�1 外径32�5) 口縁部１�６ 調整は内外面ともにナデ？､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

158 第27図 甕 12号溝
Ⅳ区 － 口縁部小片 調整は内外面ともにヨコナデ｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに茶褐色～赤褐色｡

159 第27図 甕 12号溝
Ⅳ区 － 口縁部小片 調整は不明､ 内面ナデ？｡ 胎土は粗砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

160 第27図
図版25 甕 12号溝

Ⅲ区上層 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

161 第27図
図版25 甕 12号溝

Ⅱ区上層 － 口縁部小片
調整は内外面ともにヨコナデ､ ハケ目｡
胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに暗茶褐色｡

162 第27図
図版25 甕 12号溝

Ⅱ区上層 ①(16�7) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面赤褐色｡

163 第27図
図版25 甕 12号溝

Ⅰ区 ①(32�0) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目残る､ 口縁部ヨコナデ？｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗茶褐色､ 内面淡茶褐色｡

164 第27図
図版25 甕 12号溝

Ⅱ区上層 ①(33�1) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面黄褐色｡

165 第27図
図版25 甕 12号溝 － 口縁部小片

調整は不明｡ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

166 第27図 甕？ 12号溝
Ⅱ区 ③(7�7) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面灰色｡

167 第27図 甕？ 12号溝
Ⅰ区 ③(8�6) 底部１�５ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡

胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

168 第27図 甕？ 12号溝
Ⅱ区下層 ③(5�5) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

169 第27図
図版25 壺？ 12号溝

Ⅱ区上層 ①8�2 底部完存 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面茶灰色｡

170 第27図
図版25 壺？ 12号溝

Ⅱ区下層 ③(8�6) 底部１�２ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面赤褐色｡

171 第27図
図版25 壺？ 12号溝

Ⅰ区下層 ③(7�2) 底部１�８ 調整は内外面ともにハケ目｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに茶褐色｡

172 第28図
図版26

瓢形
土器

17号溝
上層 ①(内径17�8 外径30�1) 口縁部１�５ 調整は外面ナデ及びヘラミガキ？､ 内面不明｡

胎土は精良｡
焼成は良好｡ 色調は内面淡黄褐色｡

丹塗り

173 第28図 瓢形
土器 17号溝 － くびれ部

１�８ 調整は内面ナデ？､ 突帯部ヨコナデ｡ 胎土は精良｡
焼成は良好｡ 色調は内面黄褐色｡ 丹塗り

174 第28図 瓢形
土器 17号溝 － くびれ部

１�８ 調整は内面不明､ 突帯部ヨコナデ｡ 胎土は精良｡
焼成は良好｡ 色調は内面淡黄褐色｡ 丹塗り

175 第28図
図版26 甕 17号溝 ①(内径14�5 外径35�8) 口縁部１�６ 調整は外面ヨコナデ一部ハケ目残る､ 内面ナデ？､

口縁部ヨコナデ｡ 胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

176 第28図
図版26 甕 17号溝 ①(20�1) 口縁部１�５ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡

色調は外面黄褐色､ 内面黄褐色～灰黄褐色｡

177 第28図
図版26 甕 17号溝 ①(14�0) 口縁部１�８ 調整は外面ヨコナデ一部ハケ目､ 内面不明｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面赤褐色｡

178 第28図
図版26 甕 17号溝 ①(12�5) 口縁部１�４

底部欠失

調整は内外面ともにナデ？
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

179 第28図
図版26 甕 17号溝 － 口縁部小片

調整は口縁～外面ヨコナデ､ 内面ハケ目後ナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

180 第28図
図版26 甕 17号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

181 第28図 壺？ 17号溝 ③(6�4) 底部１�６ 調整は不明｡ 胎土は精良｡
焼成は良好｡ 色調は内面淡赤褐色｡ 丹塗り

182 第28図 壺？ 17号溝 ③(8�0) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄白色､ 内面黄褐色｡
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183 第28図
図版26 底部 17号溝 ③(7�2) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

184 第28図 底部 17号溝 ③(9�9) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色～赤褐色､ 内面黄褐色｡

185 第28図
図版26 底部 17号溝 ③5�0 底部完存 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面黄褐色｡

186 第33図
図版26 底部 17号溝 ③(9�0) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

187 第28図 底部 17号溝 ③(9�5) 底部１�６ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

188 第28図
図版26 底部 17号溝 ③(7�4) 底部４�５ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

189 第28図
図版26 底部 17号溝 ③6�6 底部完存 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

190 第28図
図版26 底部 17号溝 ③5�9 底部完存 調整は外面不明､ 内面ナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

191 第28図
図版26 底部 17号溝 ③(6�2) 底部１�２ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

192 第28図 底部 17号溝 ③5�0 底部完存 調整は内外面ともにハケ目｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

193 第28図
図版26 蓋 17号溝 つまみ径7�8 つまみ部

完存

調整は外面ナデ？､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

194 第28図 器台 17号溝 ③10�9 裾部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

195 第29図
図版26 甕 21号溝

Ⅱ区 ①(24�2) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡黄褐色､ 内面赤褐色｡

196 第29図
図版26 甕 21号溝

上層 － 口縁部小片
調整は不明､ 口縁部ナデ？｡
胎土は粗砂粒をわずかに含み､ 赤色粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

197 第29図 甕 21号溝
Ⅱ区 － 口縁部小片 調整は外面ヨコナデ､ 内面ナデ？｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面暗褐色､ 内面淡黄褐色～褐色｡

198 第29図
図版27 甕 21号溝

Ⅱ区 － 口縁部小片
調整は内外面ともにヨコナデ｡
胎土は細砂粒が多く､ 粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

199 第29図 底部 21号溝
Ⅱ区 ③(9�0) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡

胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色～黄褐色､ 内面灰褐色｡

200 第29図
図版27 底部 21号溝

Ⅲ区 ③(6�1) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色～黄褐色､ 内面淡茶褐色｡

201 第29図 底部 21号溝
Ⅰ区 ③(6�5) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡茶褐色｡

202 第29図 壺？ 21号溝
Ⅱ区 ③(7�4) 底部１�８ 調整は外面ナデ？､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面灰褐色｡

203 第29図 底部 21号溝
Ⅲ区 ③(6�4) 底部１�４ 調整は外面不明､ 内面ナデ？｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色～茶褐色､ 内面暗茶褐色｡

204 第29図
図版27 高坏 21号溝

Ⅰ区 ①(27�4) 坏部１�８ 調整は外面不明､ 内面わずかにハケ目残る｡
胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色～淡黄褐色､ 内面赤褐色｡

205 第29図
図版27 高坏 21号溝

Ⅲ区 － 坏部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

206 第29図
図版27 高坏 21号溝

Ⅱ区 ①(20�1) 坏部１�８ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

207 第29図 甕 22号溝
Ⅰ区 － 口縁部小片

調整は内外面ともにヨコナデ(外面の一部にハケ目を残す)｡
胎土は精良｡ 焼成は良好｡
色調は外面茶褐色､ 内面暗赤褐色｡

208 第29図
図版27 甕 22号溝

Ⅰ区 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗茶褐色｡
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209 第29図
図版27 底部 22号溝

Ⅰ区 ③(6�8) 底部１�４ 調整は内外面ともにナデ｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡黄褐色～淡赤褐色､ 内面淡茶褐色｡

210 第29図
図版27 底部 22号溝

Ⅰ区 ③(3�6) 底部１�４ 調整は外面不明､ 内面ナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

211 第29図
図版27 底部 22号溝

Ⅰ区上層 ③(6�4) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目後ナデ｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗茶褐色､ 内面淡灰褐色～茶褐色｡

212 第29図
図版27 壺 23号溝

Ⅲ区 ①(7�9) 上半部４�５ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡
胎土は粗砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

刺突文あり

213 第29図
図版27 壺 23号溝

Ⅲ区 ①(26�0) 口縁部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面赤褐色｡

214 第29図
図版27 底部 23号溝

Ⅱ区 ③(7�8) 底部１�２ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

215 第29図
図版27

脚台付
甕

23号溝
Ⅱ区 ③(脚裾部径11�1) 脚部１�２ 調整は外面ナデ､ 内面不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

216 第29図
図版27 高坏 23号溝

Ⅲ区 － 坏部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗茶褐色｡

217 第29図 高坏 23号溝
Ⅱ区 － 上半部１�８ 調整は不明､ 内面わずかにハケ目あり｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面茶褐色｡

218 第29図 高坏 23号溝
Ⅲ区 － 上半部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

219 第29図
図版27 甕？ 23号溝

Ⅱ区 ③(3�6) 底部３�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

220 第29図
図版27 甕？ 23号溝

Ⅱ区 ③(7�2) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

221 第29図
図版27 甕 26号溝 ①(30�2) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

222 第29図
図版27 壺 27号溝 ①(17�2) 口縁部１�５ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

223 第29図
図版27 甕 27号溝 ①(22�6) 口縁部１�10 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

224 第29図 甕 27号溝 ①(29�0) 口縁部１�８ 調整は不明､ 口縁部ヨコナデ？｡
胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡茶褐色､ 内面赤褐色～淡茶褐色｡

225 第29図
図版28 器台 27号溝 ③9�9 下半部完存

調整は外面ナデ？タタキ目あり､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色～淡黄褐色､ 内面暗灰色｡

226 第30図
図版28 甕 30号溝 ①(10�0) ②9�75

④10�2 ほぼ完形 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

227 第30図
図版28 甕 30号溝 ①(16�0) 口縁部１�４ 調整は内外面ともにハケ目｡

胎土は粗砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色～灰黒色､ 内面赤褐色｡

228 第30図
図版28 甕 30号溝 ①19�9 ②23�6 ④19�6 ほぼ完形

調整は内外面ともにハケ目､ 口縁部ハケ後ナデ？｡
胎土は粗砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

229 第30図
図版28 底部 30号溝 ③6�1 底部完存 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

230 第30図
図版28 高坏 30号溝 ③脚裾部径11�1 脚裾部１�２ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

231 第30図
図版28 鉢 30号溝 ①(17�4) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

232 第30図
図版28 壺 31号溝 ①(13�2) 口縁部１�４ 調整は不明､ 口縁部ヨコナデ？｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

233 第30図
図版28 壺 31号溝

下層 ①(14�7) 口縁部１�３ 調整は不明､ 突帯部ヨコナデ｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

234 第30図
図版28 壺 31号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡
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235 第30図 壺 31号溝 － 口縁部小片
調整は内外面ともにナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに赤褐色｡

236 第30図
図版28 甕 31号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

237 第30図
図版28 甕 31号溝 － 口縁部小片

調整は不明､ 突帯部ヨコナデ｡
胎土は粗砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

238 第30図
図版28 甕 31号溝 ①(37�7) 口縁部１�８ 調整は内外面ともにハケ目､ 口縁部刻み目あり｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

239 第30図
図版28 底部 31号溝 ③8�6 底部完存

調整は外面不明､ 内面わずかにハケ目｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面茶黄色､ 内面淡黄褐色｡

240 第30図
図版28 壺？ 31号溝 ③8�4 底部完存

調整は内外面ともにハケ目｡ 突帯部刻み目あり｡
胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

241 第30図
図版28 甕？ 31号溝

上層 くびれ部径6�4 くびれ部
完存

調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面明赤褐色､ 内面明赤褐色～黄褐色｡

242 第30図
図版28 甕？ 31号溝 くびれ部径6�55 くびれ部

完存
調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面灰褐色｡

243 第30図
図版28 高坏 31号溝 － 口縁部小片

調整は外面不明､ 内面ヨコナデ｡
胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外ともに淡黄褐色｡

244 第30図
図版29 鉢 31号溝

上層 ①(15�8) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄灰色～灰色｡

245 第30図
図版29 鉢 31号溝 ①(17�1) 口縁部１�５ 調整は不明｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

246 第30図
図版29 鉢？ 31号溝 ①(20�2) 口縁部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

247 第30図
図版29 鉢 31号溝 ①(13�5) ②9�4 全体の１�２ 調整は外面ナデ一部工具痕あり､ 内面ハケ目｡

胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

248 第30図
図版29 鉢 31号溝 ①(14�4) 上半部１�５ 調整は外面ハケ目・ヘラケズリ､ 内面ハケ目｡

胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに淡灰黄色｡

249 第30図
図版29 鉢？ 31号溝 ①(31�0) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目？､ 内面ナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面淡赤褐色｡
坩堝／取瓶の
可能性あり

250 第30図
図版29 器台 31号溝 ③(16�8) 裾部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目後ナデ｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡灰黄色｡

251 第30図
図版29 器台 31号溝 ①6�3 孔径0�5 上半部１�２ 調整は外面ナデ､ 内面不明｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面茶褐色｡

252 第30図
図版29 手捏 31号溝

中層 ①(6�8) ②4�5 ③(2�9) 全体の１�２ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

253 第30図
図版29 甕 31号溝 ①(30�0) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面暗赤褐色､ 内面淡赤褐色｡

254 第30図
図版29 甕 31号溝 ①(32�1) 口縁部１�８ 調整は口縁部ヨコナデ｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

255 第30図
図版29 甕 31号溝 ①(8�3) 底部１�３ 調整は外面不明､ 内面ナデ？｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面茶褐色｡

底部中央に
穿孔あり

256 第31図
図版29 壺 33号溝 ①(19�2) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色～淡赤褐色｡

257 第31図
図版29 壺 33号溝 ①(13�4) 口縁部１�４ 調整は外面不明､ 内面ナデ？

胎土は粗砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄灰色｡

258 第31図
図版29 壺 33号溝

中層
①20�0 ②21�5 ③8�6
④24�35 完形

調整は外面ハケ目､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡黄灰色､ 内面暗灰黒色｡

259 第31図
図版29 甕 33号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡

色調は外面淡黄褐色～黄褐色､ 内面淡黄褐色｡

260 第31図
図版29 甕 33号溝 ①(10�0) 口縁部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡
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261 第31図
図版30 甕 33号溝 ①(14�0) 口縁部１�６ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ？｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡茶褐色～暗茶褐色､ 内面淡黄褐色｡

262 第31図
図版30 甕 33号溝 ①(17�6) 口縁部１�６ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面暗茶褐色｡

263 第31図
図版30 甕 33号溝 ①(20�0) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗黄灰色｡

264 第31図
図版30 甕 33号溝

中層 ③5�8 ④(16�2) 全体の１�３
口縁部欠失

調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面黄灰色｡

265 第31図 壺？ 33号溝 ③(5�8) 底部１�４ 調整は内外面ともにハケ目後ナデ｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄灰色｡

266 第31図
図版30 壺？ 33号溝 ③(10�2) 底部１�４ 調整は外面ナデ､ 内面ハケ目｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに明灰黄色｡

267 第31図
図版30 甕？ 33号溝 ③(8�8) 底部１�２ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面暗黄灰色､ 内面黄灰色｡

268 第31図
図版30 手捏 33号溝 ①1�5 ②5�1 ③(2�6) 裾部１�２

欠く

調整は内外面ともにナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄灰色～茶褐色｡

269 第32図
図版30 壺 34号溝 ③(4�8) ④(14�1) 下半部１�２ 調整は内外面ともにナデ｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

270 第32図
図版30 壺 34号溝 ①(12�7) 口縁部１�８ 調整は外面不明､ 内面ヨコナデ｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄灰色｡

271 第32図
図版30 壺 34号溝 － 口縁部小片

調整は外面わずかにハケ目残る､ 内面不明､
口縁部刻み目あり｡ 胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

272 第32図
図版30 壺 34号溝 ①(15�6) 口縁部１�５ 調整は外面わずかにハケ目残る､ 内面ヨコナデ｡

胎土は細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄灰色｡

273 第32図
図版30 壺 34号溝 ①(22�6) 口縁部１�７ 調整は外面ヨコナデ､ 内面ハケ目｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

274 第32図
図版30 壺 34号溝 ①(19�8) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

275 第32図
図版30 甕 34号溝

中層 － 口縁部小片
調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～淡赤褐色､ 内面黄褐色｡

276 第32図
図版30 甕 34号溝 ①(15�0) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

277 第32図
図版30 甕 34号溝 ①(16�2) 口縁部１�２ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～淡赤褐色､ 内面灰黄色｡

278 第32図
図版31 甕 34号溝 ①(27�3) 口縁部１�12 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄灰色｡

279 第32図
図版31 甕 34号溝

上層 ①(29�0) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

280 第32図
図版31 甕 34号溝 ①(29�2) 口縁部１�８ 調整は不明､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

281 第32図
図版31 甕 34号溝

下層 ①(28�5) 口縁部１�６ 調整は外面わずかにハケ目残る､ 内面ハケ目・ナデ､
口縁部ヨコナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄灰色｡

282 第32図
図版31 甕 34号溝

下層 ①(28�6) 上半部１�６ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ(工具痕残る)､
口縁部ヨコナデ｡ 胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

283 第32図
図版31 甕 34号溝 ①22�9 ②34�6 ③7�1

④23�6 全体の１�２ 調整は内外面ともにハケ目､ 口縁部ハケ目後ナデ｡
胎土は粗砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色､ 内面黄灰色～暗灰色｡

284 第32図
図版31 底部 34号溝 ③7�0 底部完存 調整は外面ナデ？､ 内面ハケ目｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面灰黄色､ 内面灰黒色｡

285 第32図
図版31 底部 34号溝 ③4�4 底部完存 調整は外面不明､ 内面ナデ｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面灰黄褐色､ 内面淡灰黒色｡

286 第32図
図版31 底部 34号溝 ③(8�4) 底部１�２ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡

胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡赤褐色～灰黄色､ 内面灰黒色～灰黄色｡
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287 第32図
図版31 底部 34号溝 ③(6�2) 底部１�２ 調整は内外面ともにハケ目｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡黄褐色､ 内面淡茶褐色｡

288 第32図
図版31 底部 34号溝 ③6�4 底部１�２ 調整は内外面ともにハケ目｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに赤褐色｡

289 第32図
図版31 底部 34号溝 ③7�45 底部完存 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡

色調は外面淡黄褐色～淡赤褐色､ 内面黄褐色｡

290 第32図
図版31 底部 34号溝 ③(7�8) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面茶褐色｡

291 第32図
図版31 底部 34号溝 ③8�0 底部完存 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面茶褐色｡

292 第32図
図版31 底部 34号溝

下層 ③(4�8) 底部１�２ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに淡黄褐色｡

293 第32図
図版31 底部 34号溝 ③4�4 底部完存

調整は外面タタキ目残る､ 内面ハケ目｡
胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄灰色｡

294 第32図
図版31 底部 34号溝 ③(8�7) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

295 第32図
図版31 底部 34号溝 ③(6�7) 底部１�２ 調整は不明｡ 胎土は精良｡ 焼成は良好｡

色調は外面淡赤褐色､ 内面黄褐色｡ 底部に穿孔あり

296 第33図
図版31 胴部 34号溝 ④(15�0) 胴部１�３ 調整は外面下半部ヘラケズリ､ 内面ハケ目｡

胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色､ 内面茶褐色～淡黄褐色｡

底部に穿孔あり

297 第33図
図版32 高坏 34号溝 － 坏部小片

調整は外面わずかにハケ目残る､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに淡黄褐色｡

298 第33図
図版32 高坏 34号溝 － 坏部小片

調整は外面不明､ 内面ヘラミガキわずかに残る｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～淡赤褐色､ 内面黄褐色｡

299 第33図
図版32 高坏 34号溝 － 脚部完存

調整は外面ヘラミガキわずかに残る､ 内面ナデ｡
胎土は精良｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに淡赤褐色｡

スカシ孔
１ヶ所あり

300 第33図
図版32 高坏 34号溝 － 脚部完存 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡
スカシ孔
２ヶ所あり

301 第33図
図版32 高坏 34号溝 － 脚部完存

調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面ナデ｡
胎土は精良(赤色粒を多く含む)｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

302 第33図
図版32 高坏？ 34号溝 ①(34�4) 坏部１�８ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

303 第33図
図版32 鉢 34号溝 ①(14�6) ②8�5

③(5�7) 全体の１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

304 第33図
図版32 器台 34号溝 ①(10�2) 上半部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ハケ目後ナデ｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗黄灰色､ 内面灰黄色｡

305 第33図
図版32 器台 34号溝

中層 ①8�2 ③(12�0) 頂部～脚部
１�４ 調整は外面わずかにタタキ目残る､ 内面ナデ？｡

胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

頂部に穿孔あり

306 第33図
図版32 甕 34号溝 － 口縁部小片

調整は内面ヘラケズリ､ 口縁部ヨコナデ｡
胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

307 第33図 器台 34号溝 くびれ部径3�0 くびれ部
１�４ 調整は内外面ともにハケ目わずかに残る｡

胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～赤褐色､ 内面赤褐色｡

308 第33図
図版32 器台 34号溝 くびれ部径3�45 くびれ部～

脚部１�２ 調整は外面ヘラミガキ､ 内面ナデ｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗黄褐色､ 内面淡赤褐色｡

309 第33図
図版32 手捏 34号溝 ①(5�65) ②4�9 ③2�4 全体の１�４ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに白灰色｡

310 第33図
図版32 手捏 34号溝

中層 ①(7�3) ②4�2 ほぼ完形 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに明黄灰色｡

311 第33図
図版32 手捏 34号溝 ①1�6 ②5�1 ③(2�9) 一部欠失

調整は内外面ともにナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄灰色～茶褐色｡

312 第33図
図版32 線刻土器 34号溝

下層 － 小片 調整はハケ目・工具痕わずかに残る｡ 胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面黒色｡
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313 第33図 壺 34号溝 ①(32�0) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

314 第33図 甕 34号溝 ③(9�2) 底部１�２ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

315 第33図
図版33 底部 35号溝 ③5�1 底部完形 調整は外面不明､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面赤褐色｡

316 第33図
図版33 底部 35号溝 ③6�3 底部完形 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

317 第33図
図版33 手捏 35号溝 くびれ部径1�9 全体の３�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

318 第33図
図版33 壺 36号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

319 第33図
図版33 甕 36号溝 ①(33�0) 口縁部１�６ 調整は口縁部ヨコナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

320 第33図
図版33 甕 36号溝 ③(8�2) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

321 第33図 甕 37号溝 － 口縁部小片
調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面不明｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗茶褐色～淡赤褐色､ 内面黄褐色～淡赤褐色｡

322 第33図
図版33 甕 37号溝 － 口縁部小片

調整は不明｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含み､ 赤色粒含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

323 第33図 底部 37号溝 ③8�1 底部１�２ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面灰黒色｡

324 第33図
図版33 鉢 37号溝 ①(11�2) ②11�8

③(6�2) 全体の１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡灰黄色｡

325 第33図
図版33 鉢 37号溝 ①(12�2) ②9�9

③(5�85) 全体の１�２ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

326 第33図
図版33 手捏 37号溝 ①(8�2) ②5�15 ③4�0 全体の１�２ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡灰黒色､ 内面灰黄色｡

327 第33図
図版33 壺 39号溝 ①(8�8) 口縁部１�４ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面ナデ？｡

胎土は細砂粒をやや多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面暗茶褐色～淡茶褐色､ 内面灰黄色｡

328 第33図
図版33 甕 39号溝 ①(26�0) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡

色調は外面淡灰黒色～黄灰色､ 内面淡灰色｡

329 第34図
図版33 壺 41号溝 ①(22�9) 口縁部１�８ 調整は内外面ともにハケ目｡

胎土は粗砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

330 第34図
図版33 壺 41号溝 ①(27�0) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

331 第34図
図版33

瓢形
土器

42号溝
下層 － くびれ部

小片
調整は突帯部ヨコナデ｡ 胎土は精良｡
焼成は良好｡ 色調は内面淡黄灰色｡ 丹塗り

332 第34図
図版33 甕 42号溝

上層 ①(16�9) 口縁部１�６ 調整は内外面ともにハケ目わずかに残る｡
胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

333 第34図
図版33 甕 42号溝 ①(18�4) 口縁部１�６ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡

胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

334 第34図 底部 42号溝 ③(9�6) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～淡赤褐色､ 内面淡赤褐色｡

335 第34図 底部 42号溝
下層 ③(9�2) 底部１�２ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄白色｡

336 第34図
図版34

脚台付
土器 44号溝 くびれ部径4�8 くびれ部

完存

調整は外面不明､ 内面ハケ目｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡黄褐色､ 内面赤褐色｡

穿孔あり

337 第34図 甕 46号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

338 第34図
図版34 甕 46号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡
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339 第34図
図版34 壺 47号溝

上層 (頸部径12�6) 頸部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡黄褐色､ 内面淡黄褐色～暗灰色｡

340 第34図
図版34 壺 47号溝 － 体部小片

調整は内外面ともにナデ､ 外面ハケ目わずかに残る｡
胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡茶褐色｡

341 第34図
図版34 壺 47号溝 ①(18�0) 口縁部１�10 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をわずかに含む｡焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

342 第34図
図版34

瓢形
土器 47号溝 (突帯部径26�4) くびれ部

１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面淡茶褐色｡

343 第34図
図版34 甕 47号溝 ①(15�2) 口縁部１�５ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面不明｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色､ 内面淡黄褐色｡

344 第34図
図版34 甕 47号溝 ①(24�3) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面淡茶褐色｡

345 第34図
図版34 甕 47号溝 － 口縁部小片

調整は外面ハケ目､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗茶褐色｡

346 第34図
図版34 底部 47号溝 ③6�3 底部完存 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡ 焼成は良好｡

色調は外面茶褐色～赤褐色､ 内面暗赤褐色～赤褐色｡

347 第34図
図版34 底部 47号溝 ③9�0 底部完存

調整は内外面ともに不明｡
胎土は粗・細砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面灰褐色｡

348 第34図
図版34 底部 47号溝 ③(8�5) 底部１�２ 調整は外面不明､ 内面ナデ？｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面茶褐色｡

349 第34図
図版34 高坏 47号溝 ①(27�4) 坏部１�３ 調整は外面ナデ又はヘラミガキ？､ 内面ナデ？｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

350 第34図
図版34 鉢？ 47号溝 ③(4�4) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をやや多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに白灰色｡

351 第34図
図版34 鉢 47号溝 ①(16�0) ②8�8

③(6�1) 全体の１�４ 調整は外面不明､ 内面ナデ？｡
胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

352 第34図 甕 48号溝 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

353 第34図 底部 48号溝 ③(8�6) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

354 第34図
図版34

瓢形
土器 48号溝 (突帯部径26�0) くびれ部

１�５ 調整は外面ヨコナデ､ 内面ナデ？｡
胎土は精良､ 赤色粒含む｡
焼成は良好｡ 色調は内面黄褐色｡

丹塗り

355 第35図 底部 ５号掘立柱建物 ③(6�0) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄灰色､ 内面黒褐色｡

356 第35図 底部 ５号掘立柱建物
ピット1 ③(10�1) 底部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡黄褐色､ 内面暗灰色｡

357 第35図
図版35 壺 ６号掘立柱建物

ピット3 ①(13�8) 口縁部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡ 丹塗り

358 第35図
図版35 甕 ６号掘立柱建物

ピット6 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色～淡赤褐色｡

359 第35図
図版35 甕 ６号掘立柱建物

ピット3 － 口縁部小片
調整は外面不明､ 内面ナデ､ ハケ目残る｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに黄褐色｡

360 第35図
図版35 甕 ６号掘立柱建物

ピット1 ①(17�0) 口縁部１�６ 調整は外面不明､ 内面ハケ目､ 口縁部ハケ目わずかに残る｡
胎土は粗砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡茶褐色｡

361 第35図
図版35 甕 ６号掘立柱建物

ピット1 ①(31�2) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面不明､
口縁部ヨコナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面淡赤褐色｡

362 第35図
図版35 底部 ６号掘立柱建物

ピット4 ③(8�3) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

363 第35図
図版35 甕 竪穴状遺構 － 口縁部小片

調整は口縁部刻み目あり｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

丹塗り

364 第35図 甕？ 竪穴状遺構 ③(8�8) 底部１�２ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面灰黄色､ 内面赤褐色｡
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365 第35図
図版35 底部 竪穴状遺構 ③(10�2) 底部１�５ 調整は外面ナデ､ 内面不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面暗茶褐色､ 内面淡茶褐色｡

366 第36図
図版35

樽形
土器 ピット28 ①(17�2) 口縁部１�６ 調整は外面～口縁部ヨコナデ､ 内面ナデ｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内面淡茶褐色｡

丹塗り

367 第36図
図版35 壺 ピット53 ①(35�3) 口縁部１�６ 調整は外面刻み目・暗文､ 内面不明､ 口縁部ヨコナデ｡

胎土は精良｡ 焼成は良好｡
色調は内面黄褐色｡

丹塗り

368 第36図
図版35 甕 ピット54 ①(31�6) 口縁部１�８ 調整は外面不明､ 内面ナデ？｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色～淡赤褐色｡

369 第36図
図版35 甕 ピット37 ①(14�3) 口縁部１�６ 調整は内外面ともにハケ目わずかに残る｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面茶褐色､ 内面淡赤褐色｡

370 第36図
図版35 甕 ピット51 ①(23�0) 口縁部１�６ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面暗茶褐色｡

371 第36図
図版35 甕 ピット53 ①(30�0) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ？､ 口縁部わずかにハケ目残る｡

胎土は細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

372 第36図
図版35 甕 ピット27 ①(32�0) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

373 第36図
図版35 甕 ピット59 ①(28�0) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

374 第36図
図版35 甕 ピット42 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

375 第36図
図版35 甕 ピット27 － 口縁部小片 調整は内外面ともにヨコナデ｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

376 第35図
図版36 甕 ピット45 － 口縁部小片

調整は外面わずかにハケ目残る､ 内面不明｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面黄褐色｡

377 第35図
図版36 甕 ピット39 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

378 第35図
図版36 甕 ピット46 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

379 第35図
図版36 甕 ピット27 － 口縁部小片

調整は内外面ともにヨコナデ｡
胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面黄褐色｡

380 第35図
図版36 甕 ピット41 － 口縁部小片 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

381 第35図
図版36 甕 ピット55 － 口縁部小片

調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～淡赤褐色､
内面暗茶褐色～淡赤褐色｡

382 第35図
図版36 壺？ ピット30 ③(8�0) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡

胎土は細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色､ 内面黄褐色～淡赤褐色｡

383 第35図
図版36 底部 ピット49 ③(7�6) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面淡黄褐色｡

384 第35図
図版36 底部 ピット62 ③8�55 底部３�４ 調整は外面ハケ目､ 内面不明｡

胎土は細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面赤褐色､ 内面黒褐色｡

385 第35図
図版36 底部 ピット57 ③(8�1) 底部１�４ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面ナデ｡

胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに灰黄色｡

386 第35図
図版36 底部 ピット52 ③(7�7) 底部１�２ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡

胎土は粗砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡

387 第36図 底部 ピット32 ③(9�0) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

388 第36図 底部 ピット28 ③(6�0) 底部１�４ 調整は外面ハケ目後ナデ､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面灰黄色､ 内面白黄色｡

389 第36図
図版36 底部 ピット28 ③(7�3) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面灰黒褐色､ 内面淡灰黒色｡

390 第36図
図版36 底部 ピット29 ③(9�8) 底部１�４ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面暗茶褐色､ 内面茶褐色｡



― 71 ―

番
号

挿図
図版 種 別 出土位置 法量(��)①口径②器高

③底径④胴部最大径 残存状態 調 整 及 び 特 徴 備 考

391 第36図 底部 ピット31 ③(8�3) 底部１�４ 調整は外面不明､ 内面ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面赤褐色､ 内面黄褐色｡

392 第36図
図版36 底部 ピット32 ③(11�2) 底部１�５ 調整は内外面ともにナデ｡

胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黒褐色､ 内面灰黒色｡

393 第36図
図版36 底部 ピット33 ③(8�0) 底部１�４ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄灰色｡

394 第36図 甕？ ピット27 ③(7�2) 底部１�５ 調整は外面ハケ目残る､ 内面ナデ？｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡茶褐色｡

395 第36図
図版36 高坏 ピット35 くびれ部径4�4 脚部完存

脚裾部欠失
調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

396 第36図
図版36 器台 ピット3 ①(11�0) ②14�4

③(裾部12�3) 全体の１�３ 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は粗砂粒を多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面黄褐色～赤褐色､ 内面淡赤褐色｡

397 第36図
図版37 器台 ピット40 ①(19�0) 口縁部１�６ 調整は不明｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに赤褐色｡ 丹塗り

398 第36図
図版37 器台 ピット50 ①7�0 上半部完存

調整は外面ナデ(タタキ目が残る)､ 内面ナデ｡
胎土は粗砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は内外面ともに黄灰色｡

399 第36図
図版37 鉢 ピット24 － 下半部完存

調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面不明｡
胎土は粗・細砂粒を含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面黄褐色～赤褐色､ 内面赤褐色｡

400 第36図
図版37 鉢 ピット36 ①(16�9) 口縁部１�８ 調整は外面ハケ目わずかに残る､ 内面不明｡

胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

401 第36図
図版37 鉢 ピット30 ①(16�0) 口縁部１�５ 調整は外面不明､ 内面ナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡赤褐色､ 内面黄白色｡

402 第36図 鉢 ピット34 － 口縁部小片 調整は外面ハケ目､ 内面ナデ｡ 胎土は精良｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡

403 第36図
図版37 手捏 ピット9 － 口縁部欠く

調整は内外面ともに指ナデ｡
胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡ 焼成は良好｡
色調は外面淡黄褐色～暗茶褐色､ 内面淡黄褐色｡

404 第36図
図版37

不明
土製品 ピット48 － 裾部小片 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄白色｡

405 第37図
図版37 壺 遺構検出時 ①(35�8) 口縁部１�８ 調整は不明｡ 胎土は粗砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は外面淡茶褐色､ 内面黄白色｡

406 第37図
図版37 高坏 遺構検出時 ①(28�0) 坏部１�４ 調整は不明｡ 胎土は精良｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに黄褐色｡
丹塗りの可能性
あり

407 第37図
図版37 高坏 遺構検出時 ①(34�0) 坏部１�10 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒をわずかに含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

408 第37図
図版37 高坏 遺構検出時 － 脚柱部完存

脚裾部欠失
調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡
焼成は良好｡ 色調は外面茶褐色､ 内面暗茶褐色｡

409 第37図
図版37 蓋 遺構検出時 － 頂部完存

調整は内外面ともにナデ｡
胎土は粗・細砂粒をやや多く含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡黄褐色｡

410 第37図
図版37 鉢 遺構検出時 ①(11�7) 口縁部１�３ 調整は不明｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内面黄褐色｡ 丹塗り

411 第37図
図版37 器台 遺構検出時 くびれ部径2�6 くびれ部

完存
調整は不明｡ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡
焼成は良好｡ 色調は内外面ともに淡赤褐色｡

412 第37図
図版37 手捏 遺構検出時 ①(3�4) ②2�6 ③1�9 全体の１�２ 調整は内外面ともにナデ｡ 胎土は粗・細砂粒を含む｡

焼成は良好｡ 色調は内外面ともに暗茶褐色｡

※ 表中の法量で ( ) 内の数値は復元値を示している｡
土器実測図の網掛け部分は丹塗りの範囲を示している｡
土器実測図には黒塗り部分は表示していない｡
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第38図 土製品実測図 (1/2)



微量に含む｡ ９は全長3�4��､ 幅2�0��､ 重さは10�3ｇであり､ 胎土は細砂粒を微量に含む｡ 10は全
長3�8��､ 幅2�35��､ 重さは16�5ｇであり､ 胎土は精良である｡ 11は残存長3�5��､ 残存幅2�45��､
残存重は14�1ｇであり､ 胎土は細砂粒を多く含む｡ 12は全長4�65��､ 幅2�75��､ 重さは31�53ｇであ
り､ 胎土は細砂粒をわずかに含む｡

註１ 折原洋一 ｢土製模造鏡と地域性｣ 『季刊考古学』 第96号雄山閣 2006

(３) 青銅器鋳造関連遺物

① 石製鋳型類 (図版39・40､ 第39～41図)

調査では青銅器の型が彫り込まれた石製鋳型 (外型) のほか､ 青銅器の型は確認できないが､ 黒変

した部分が認められるなど､ 鋳型の可能性を含む資料や､ 鋳型と同種の石片等が出土しており､ これ

らについてもここにまとめて記述する｡ 石材は総て石英長石斑岩である｡

なお､ 資料の出土位置や計測値等については､ 一覧表を付しているので参照されたい｡

１は銅戈の鋳型で､ 現存長11�1��､ 幅8�9��､ 厚さ5�7��を測る｡ 援､ 胡､ 内の型が部分的に残存
しており､ 中広形と判断される｡ 型の内部及びその外縁は黒変していて､ 使用された痕跡を留めてい

る｡ 樋には縦方向に１本､ 横方向に２本の細線が刻まれている｡ 鋳型は整った形状に仕上げられてい

て､ 本来は直方体をなしていたものと推定できる｡ 残存する右側面には細かな敲打痕とケズリ状の整

形痕が観察される｡ 銅戈鋳型面の裏面は平坦であるが､ 青銅器の型は見受けられず､ 砥石に使用され

た痕跡が認められる｡ 内に接する小口面にも細かな敲打痕が残存し､ 鋳型面に接する部分は研磨によ

り平滑に仕上げられている｡ また､ この小口面と鋳型面が接する付近には黒変した部分があり､ 内の

端部が湯口であった可能性が高い｡

２は銅戈鋳型の破片資料｡ 現存での長さが3�15��､ 幅4�6��､ 厚さ2�8��で､ 援の下端部と胡の部
分が僅かに残存するのみである｡ 型内部及びその外縁が黒変する｡

３は小銅鏡の鏡背鋳型で､ 長さ11�0��､ 最大幅9�9��､ 厚さ3�6��を測る｡ 横断面形はやや歪で扁
平な蒲鉾状をなしており､ 武器形鋳型を再利用した可能性が考えられる｡ 左側面の仕上げは､ 金属器

による削りと思われる整形の痕跡が認められ､ 他の面とは異なる｡ 小銅鏡の型が彫り込まれた面は使

用後に入念な研磨が施されているため､ 型の彫り込みの浅い部分が消失している｡ 現存する鏡型の面

径は7�65～7�70��でほぼ正円をなすが､ 研磨により消失した部分を考慮すると､ 本来はこれより１
～２��程度大きかったものと判断される｡ 縁幅は1�2��前後で､ その内側に刻まれていたであろう
櫛歯文は､ 破損と円周に沿って意図的に施された細かな削りによって完全に消失する｡ 残存する内区

の弧文は５弧であるが､ 復元すると本来は８弧であったことが確認できる｡ 中央に穿たれた鈕の部分

は､ 径1�5��前後で､ 孔を作り出すための中型を受ける彫り込みが存在する｡ 湯口はこの彫り込みを
結んだ延長上に設けられており､ 湯道と鈕孔の方向は一致する｡ 鏡型の内部は黒変し､ 湯口､ 湯道は

淡赤紫色に変色しており､ 明らかに使用された痕跡を窺うことができる｡ また､ 湯口周辺や､ 裏面､
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側面にも黒変した部分が認められる｡ この鏡鋳型は弧文が重線で表現されていないことから､ 浮彫り

の弧文が配された小形鏡の鋳型であった可能性があろう｡ 鋳型面に均一な研磨が施されているのは､

型の一部が破損したため再利用を図ったのではないかと推測される｡ ただ､ 何らかの理由により再利

用のための型の再生は､ 研磨作業の中途で終了し､ 放棄されたものとみられる｡

４は小形の鋳型で側面から下端部を欠失する｡ 現存長6�25��､ 幅4�15��､ 厚さ2�5��で､ １面の
み型が彫り込まれている｡ 型の全形を知ることはできないが､ 小銅鐸の鈕から身の部分が残存する｡

鐸型の残存部分は長さ4�4��､ 幅2�2��を測り､ 彫り込みの深さは残存する裾部付近で0�9��ほどで
あったと考えられる｡ 鈕部分は完存しており､ 高さが0�9��､ 幅は1�9��で､ この部分の型外には縦・
横位の細い刻線が付されている｡ また､ 鋳型の上面中央部及び右側面には､ 合印と考えられる刻線が

施されている｡ この鋳型は鐸型が粗雑なつくりで､ 黒変等が見受けられないことから未製品の可能性

が高い｡
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第39図 石製鋳型類実測図① (1/2)
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第40図 石製鋳型類実測図② (1/2)
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第41図 石製鋳型類実測図③ (1/2)
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表２ 石製鋳型類一覧表

番号 挿図
図版 種 別 法 量 (��) 出 土 位 置 備 考

１ 第39図
図版39 銅戈鋳型 11�10×8�90×5�70 ３号溝 黒変､ 砥石転用

２ 第39図
図版39 銅戈鋳型 3�15×4�60×2�80 12号溝 Ⅵ区 黒変

３ 第40図
図版39 小銅鏡鋳型 11�00×9�90×3�60 21号溝 Ⅰ区 黒変

４ 第40図
図版39 小銅鐸鋳型 6�25×4�15×2�50 ８号溝 未製品？

５ 第40図
図版39 武器形鋳型？ 3�50×5�70×2�15 30号溝 黒変

６ 第40図
図版39 武器形鋳型？ 1�15×1�50×0�45 29号溝 黒変

７ 第40図
図版39 ― 1�90×2�20×1�55 ７号溝 黒変

８ 第40図
図版39 ― 2�70×2�55×1�20 ３号溝

９ 第40図
図版39 ― 4�40×2�60×1�40 ８号溝 中央部

10 第40図
図版39 ― 3�95×2�45×2�80 34号溝

11 第40図
図版39 ― 2�85×2�90×1�30 31号溝 黒変

12 第40図
図版39 ― 1�75×2�50×1�56 12号溝 Ⅵ区

13 第40図
図版40 ― 2�70×2�40×2�25 31号溝

14 第40図
図版40 ― 4�30×2�40×2�50 31・42号溝遺構検出時 黒変､ 砥石に使用

15 第41図
図版40 ― 8�40×6�60×3�30 20号溝

16 第41図
図版40 ― 2�70×2�55×1�20 12号溝 Ⅱ区

17 第41図
図版40 ― 5�00×4�80×1�65 ピット38 砥石に使用

18 第41図
図版40 ― 8�30×6�40×6�80 北部遺構検出時 未製品？

19 第41図
図版40 ― 6�55×3�45×2�90 ７号溝 黒変

20 第41図
図版40 ― 4�00×3�50×2�70 34号溝

21 第41図
図版40 ― 6�60×5�80×2�30 31号溝 上層

22 第41図
図版40 ― 5�40×4�60×1�80 33号溝

23 第41図
図版40 ― 3�40×2�50×1�65 34号溝 下層

24 第41図
図版40 ― 2�40×2�20×0�95 34号溝

25 第41図
図版40 ― 4�00×3�25×1�30 12号溝 Ⅵ区東面

26 第41図
図版40 ― 5�30×2�95×2�15 12号溝 Ⅰ区 砥石に使用

27 第41図
図版40 ― 5�60×3�90×1�80 32号溝 砥石に使用



５は鋳型の破片資料で､ 武器類の鋒付近と思われる黒変した型が残存する｡ この裏面には型の彫り

込みは見受けられない｡ 石材の風化が著しく､ 断面の形状は判然としないが､ 蒲鉾状であったと考え

られる｡

６は青銅器の型が僅かに認められる鋳型の残片で､ 種別､ 天地等は特定できない｡ 型の内面が黒変

する｡

７～16は青銅器鋳型とは確定できないが､ その可能性が高い資料である｡ ７～14・16は小片で､ ７・

11には黒変した面が存在する｡ ８・12・13には黒変部分は見当たらないが､ 鋳型の合わせ面及び彫り

込みらしき箇所が存在する｡ ９にも型は存在しないが､ 鋳型面と思われる平滑に仕上げられた面があ

る｡ 10・16は面の加工法が鋳型と類似する｡ ただし､ 青銅器の型や黒変は見受けられない｡ 14は砥石

として使用され､ 青銅器の型は存在しないが､ 黒変した部分が認められる｡ 15は横断面形が蒲鉾状を

呈していることから､ 鋳型底面付近の資料と考えられる｡ 側面には金属器によると思われる加工痕が

観察される｡

17の平滑な面は砥石に使用されたものと思われる｡ 18はやや大ぶりの石英長石斑岩で､ 敲打による

整形と研磨による平坦面が存在する｡ 鋳型の未製品とも考えられる｡ 19は角柱状をなす｡ 黒変した部

分が認められるが､ これが鋳造によるものか否かは不明｡

20～25は石英長石斑岩ではあるが､ 鋳型特有の加工面や黒変部分が存在しない｡ 22～25は鋳型製作

時に生じた石片であろう｡ 26・27は砥石として使用されている｡

② 中 型 (図版41～47､ 第42～48図)

１・２次調査で出土した中型は260片以上にのぼるが､ 小片が多く､ 図示し得たのは161点である｡

総て真土製で､ 胎土は主に微砂粒からなるが､ １��前後の砂粒を僅かに含む例も見受けられる｡
ここで中型としたものの中には､ 全面が付着物で覆われているため本来の形状が不明瞭で､ 銅滓との

識別が困難な資料を一部含んでいる｡ また､ 図化するに当たって､ 小片であるため上下方向を確定で

きないものが多々あり､ 天地逆に図示した資料も存在する可能性があることを断っておく｡

なお､ 中型の出土位置や計測値など詳細については､ 一覧表に示しているので参照されたい｡

銅矛中型 １～153は銅矛の中型であろう｡ 但し､ この中には10・56・112・153のように断面の形

状がやや不整形をなすものや､ 147～152のような細片など､ 銅矛中型と特定できない資料も含めてい

ることを断っておきたい｡

１～32は断面が比較的円形に近い形状をなす｡ 先端部と湯口部はこの中に含まれてはいないが､ 幅

が１��前後の先端付近の資料 (１～８) から幅が2�5��前後を測る湯口に近いもの (29～32) など

様々な部位が存在する｡ 断面形が特に円に近いものとしては､ ８・25・28が挙げられ､ 厚さを幅で割っ

た値は､ 0�9前後である｡ 32点のうち９点には付着物が観察され､ 鋳込みに使用された痕跡を留めて
いる｡ 付着物が認められる資料の中には､ ７や14のように被熱によってやや変形したものが存在する｡

33～99は断面形がやや扁平なもので､ 半数以上に付着物が認められる｡ 38・39・49・66などは被熱
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第42図 中型実測図① (1/2)
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第43図 中型実測図② (1/2)



により変形しており､ 66はその度合いが著しい｡ また､ 92は破損した２片が溶着した資料で､ これら

の遺物は､ 鋳造時における失敗を如実に物語るものといえる｡ 75には縦方向の面取り状の条線が数条
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第44図 中型実測図③ (1/2)
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第45図 中型実測図④ (1/2)



見受けられ､ 中型の製作技法を示す痕跡とも考え得る｡ 33～39など先端付近の資料は出土しているが､

先端に当たる部位が未発見である｡ 95～99は湯口付近の破片資料で､ 99は幅が3�3��を測る｡
100～145は断面形が扁平であることから､ 主に広形銅矛の中型と考えられ､ １～99より時期的に後

出のものであろう｡ 大半の資料に付着物が認められ､ 使用された痕跡を窺うことができる｡ また､

105・125～127・134のように被熱により変形したものや､ 128・129・130・133・143のように２片以

上の中型が溶着した例があり､ これらは注湯時の失敗を物語る資料といえよう｡ 側縁は110や111など

のように明瞭な稜をなすものが比較的多く含まれている｡

146は湯口部分の資料｡ 外型に接する部分を半分以上欠失するが､ 湯口となる溝は４ヵ所に復元で

き､ 横断面形は ｢Ｘ｣ 字状をなすものと推定される｡

147～152は細片であるため確定はできないが銅矛中型と考えられる｡ 総て軟質で付着物は認められ

ない｡

153は断面がやや角張っているが､ 銅矛中型の基部に近い部分と考えられる｡ 灰黒色を呈し､ 胎土
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第46図 中型実測図⑤ (1/2)



はやや粘土質である｡

銅鋤先中型 これまでのところ銅鋤先鋳

型 (外型) の出土例がないため､ その構造

は明らかとはなっていないが､ 当遺跡の北

方約200ｍに所在する須玖永田遺跡から銅

鋤先の中型と判断される資料が出土してい

る｡ 154～158は板状の中型で､ 須玖永田出

土例に類似しており､ 銅鋤先中型とみて間

違いないであろう｡ いずれも破片であるた

め全体の形状を知ることはできない｡ 154

～156はやや軟質で付着物は認められない

が､ 157及び158は付着物が認められ､ 硬化

しており使用された痕跡を留めている｡

159も板状の中型であることから一応ここに含めたが､ 形状からすると銅鋤先中型とするには疑問

が残る資料である｡

小銅鐸中型 160・161は小銅鐸の中型である｡ 両者とも付着物があり､ やや硬化している｡ 160は

僅かに裾部を欠くがほぼ全容を知ることができる｡ 舞に当たる部位の中央には､ 高さ３～４��ほ
どの突出部が作り出されていて､ これが外型と接し､ 製品には舞孔として現れることになる｡ 両側縁

は舞部分から直線状に裾部へと続き､ 明瞭な稜をなす｡ 幅は舞部分が2�1��､ 裾部付近は2�7��を測
る｡ 断面形は扁平な銅矛中型に近似しており､ 凸レンズ状をなす｡ 胎土には１～２��前後のやや
粗い砂粒が僅かに混入する｡ 161は裾部付近のみの資料｡ 160よりやや大ぶりで､ 最大幅が3�5��を測
る｡ 両側縁は稜をなし､ 断面形は160と同様に凸レンズ状を呈する｡ 裾部がこの下方に続いていたの

か否か判別が困難であるが､ 現底面は中央が窪み､ すり鉢状をなす｡

③ 真土質土製品 (図版48､ 第49図)

真土製で形態は棒状を主体とする｡ 表面は､ 平滑な面や指頭痕を残し､ 金属器による刻線なども有

す個体があり真土製の銅矛中型などとは明らかに異なる｡ また､ 真土製の銅矛中型などは､ 高熱のた

め表面が硬化し灰色を呈するものが多いが､ 当土製品は灰褐色や黄褐色を呈し､ 軟質である｡ 胎土は

銅矛中型などと同様､ 僅かに砂粒を含むのみできめが細かいが､ 雲母が目立つ点が異なる｡ 当土製品

は､ 他に類例がなく､ 坂本地区の遺跡の性格､ 出土遺構や材質が真土ということから考えても青銅器

生産に関わる遺物と考えて間違いなかろう｡ なお､ 天地や表裏については定かでないが､ 基本的に平

滑面を表に図化した｡

１は22号溝からの出土品で､ 現存長は5�1��､ 幅2�3��､ 厚さは1�8��を測る｡ 平滑面を持つが､ 側
面と裏面は指頭痕が目立つ｡ ２は21号溝からの出土品｡ 現存長5�8��､ 幅2�75��､ 厚さ1�65��で､ 両
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第47図 中型実測図⑥ (1/2)
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表３ 中型一覧表

番
号

挿図
図版 種 別 出 土 位 置

計測値 (��､ｇ)
表面の色調 付着物の有無

付着物の色調 特 徴 備 考
長さ 幅 厚さ 重さ

1 第42図
図版41 銅矛 12号溝 Ⅲ区 1�6 0�9 0�7 1�3 灰白色 有

淡黄灰色 硬化

2 第42図
図版41 銅矛 33号溝 1�9 0�6 0�8 0�5 淡青灰色 有

赤褐色 硬化

3 第42図
図版41 銅矛 北東部遺構検出時 2�05 1�0 0�65 1�4 暗黄灰色 無 軟質 やや粘土質

4 第42図
図版41 銅矛 ピット4 1�35 1�05 1�0 1�3 灰白色 無 やや軟質

5 第42図
図版41 銅矛 12号溝Ⅵ区と

21号溝Ⅲ区の表土下 3�5 1�1 0�9 3�1 淡青灰色 有
淡青緑色～黄灰色

硬化､ 多数の気
孔あり

6 第42図
図版41 銅矛 13号Ｂ溝 0�95 1�2 0�95 0�8 灰白色 有

淡黄灰色 硬化

7 第42図
図版41 銅矛 21号溝 Ⅲ区 3�05 1�55 1�25 3�3 淡青灰色 有

青緑色～淡黄灰色
硬化､ 多数の気
孔あり

変形する｡
二片が溶着

8 第42図
図版41 銅矛 33号溝 2�0 1�0 0�95 1�7 灰白色 無 軟質

9 第42図
図版41 銅矛 29号溝 3�95 1�45 0�95 4�6 緑灰色 有

淡黄灰色 硬化

10 第42図
図版41 銅矛？ 23号溝 Ⅱ区 4�55 1�4 1�05 7�3 黄褐色 無 やや軟質 未製品？

11 第42図
図版41 銅矛 41号溝 1�6 1�5 1�1 2�0 淡黄灰色 無 軟質

12 第42図
図版41 銅矛 ピット1 1�4 1�3 0�95 1�8 灰黄色～黒褐色 無 やや軟質

13 第42図
図版41 銅矛 34号溝 2�65 1�55 1�2 4�5 淡緑灰色 無 やや軟質

14 第42図
図版41 銅矛 34号溝 2�9 1�4 1�05 4�9 灰黒色 有

灰白色～淡茶灰色
硬化､ 多数の気
孔あり やや変形する

15 第42図
図版41 銅矛 27号溝 2�9 1�1 1�35 3�8 明茶褐色～灰褐色 無 やや硬質

16 第42図
図版41 銅矛 34号溝 1�4 1�0 1�2 1�4 灰白色 無 やや軟質

17 第42図
図版41 銅矛 12号溝 Ⅳ区 1�6 1�35 1�4 2�5 暗緑灰色 有

黒褐色 硬化

18 第42図
図版41 銅矛 12号溝 Ⅵ区 1�55 1�65 1�4 3�5 灰白色～淡灰黒色 無 やや軟質

19 第42図
図版41 銅矛 21号溝 Ⅴ区 2�4 1�7 1�15 3�2 淡黄灰色～灰白色 無 やや軟質

20 第42図
図版41 銅矛 ピット5 2�35 1�65 1�25 4�9 淡黄褐色～淡茶灰色 無 やや軟質

21 第42図
図版41 銅矛 17号溝 3�05 1�3 1�3 3�7 淡黄灰色 無 やや軟質

22 第42図
図版41 銅矛 １号Ａ溝 2�95 1�65 1�2 5�4 黄褐色～淡緑灰色 無 やや軟質

23 第42図
図版41 銅矛 ピット53 2�2 1�9 1�5 6�2 灰白色 無 軟質

24 第42図
図版41 銅矛 17号溝 1�35 2�05 1�5 3�3 黄灰色～淡緑灰色 無 やや軟質

25 第42図
図版41 銅矛 21号溝 Ⅱ区 2�7 1�95 1�8 9�5 灰白色 無 軟質 表面風化

26 第42図
図版41 銅矛 34号溝 4�5 1�6 1�3 9�5 灰白色～黄灰色 無 やや硬質 やや歪みあり

27 第42図
図版42 銅矛 ３号掘立柱建物

ピット2 2�35 1�9 1�2 5�1 灰白色～淡茶灰色 有
灰黒色 やや硬質

28 第42図
図版42 銅矛 34号溝 2�7 1�9 1�65 7�0 灰黄色 無 やや軟質

29 第42図
図版42 銅矛 33号溝 2�85 1�9 1�9 9�0 淡黄灰色～灰白色 無 軟質

30 第42図
図版42 銅矛 ８号溝 2�75 2�65 2�0 18�8 淡灰色～淡灰黒色 無 やや軟質

31 第42図
図版42 銅矛 17号溝 5�1 2�4 1�85 21�7 淡黄灰色 無 やや軟質

32 第42図
図版42 銅矛 34号溝 6�6 2�75 2�05 34�9 灰褐色～淡黄灰色 無 やや軟質
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番
号

挿図
図版 種 別 出 土 位 置

計測値 (��､ｇ)
表面の色調 付着物の有無

付着物の色調 特 徴 備 考
長さ 幅 厚さ 重さ

33 第43図
図版42 銅矛 33号溝 1�3 1�1 0�55 0�7 淡青灰色 有

黄灰色 硬質

34 第43図
図版42 銅矛 12号溝 Ⅵ区 1�05 1�2 0�9 1�0 黄褐色 無 軟質

35 第43図
図版42 銅矛 33号溝 2�6 1�1 0�8 2�5 淡青灰色 有

灰白色､ 淡茶褐色 硬化

36 第43図
図版42 銅矛 12号溝 Ⅴ区 1�55 1�2 0�65 1�2 灰白色 無 やや軟質

37 第43図
図版42 銅矛 33号溝 1�6 1�0 0�85 0�9 灰白色 無 やや軟質

38 第43図
図版42 銅矛 北部遺構検出時 2�3 1�2 0�85 2�6 淡灰黒色 有

黄褐色 硬化 やや変形

39 第43図
図版42 銅矛 ピット66 2�35 1�2 0�85 2�6 灰白色 有

淡青白色 硬化 やや変形

40 第43図
図版42 銅矛 ピット64 1�5 1�25 9�5 1�2 淡黄灰色～淡青灰色 無 やや軟質

41 第43図
図版42 銅矛 12号溝 Ⅵ区 1�75 1�6 1�1 2�5 緑灰色 有

淡黄灰色 やや硬化

42 第43図
図版42 銅矛 ５号Ｂ溝検出時 1�35 1�6 1�25 2�9 暗青灰色 有

灰白色 やや硬化

43 第43図
図版42 銅矛 21号溝 Ⅱ区 2�0 1�2 0�95 2�1 灰白色 有

淡黄灰色 やや硬化

44 第43図
図版42 銅矛 31号溝 上層 2�7 1�4 1�0 4�0 淡黄灰色 無 やや硬質

45 第43図
図版42 銅矛 12号溝 Ⅰ区 2�65 1�6 1�05 3�8 灰白色 有

淡黄灰色 やや硬化

46 第43図
図版42 銅矛 23号溝 Ⅲ区 2�1 1�65 1�1 3�2 淡灰緑色 有

暗黄褐色 やや硬化

47 第43図
図版42 銅矛 33号溝 1�95 1�45 1�3 3�2 全面付着物に覆われている

有
黄灰色､ 青緑色 硬化

48 第43図
図版42 銅矛 12号溝 Ⅴ区 2�6 1�5 0�95 3�8 暗緑灰色 有

灰白色～黄灰色
硬化､ 多数気孔
あり

49 第43図
図版42 銅矛 22号溝 Ⅱ区 4�9 1�7 1�3 9�9 灰白色 有

黄灰色～暗青灰色
硬化､ 多数気孔
あり やや変形

50 第43図
図版42 銅矛 34号溝 1�7 1�5 1�35 3�0 灰白色～淡青灰色 無 やや硬質

51 第43図
図版42 銅矛 ピット55 1�25 1�6 1�1 1�5 淡青灰色 無 やや軟質

52 第43図
図版42 銅矛 23号溝 Ⅲ区 1�75 1�8 1�15 2�7 淡青灰色 有

黄白色 やや硬化

53 第43図
図版43 銅矛 12号溝 Ⅲ区 2�3 1�45 0�95 2�9 淡青灰色 有

淡黄灰色､ 青緑色 硬化

54 第43図
図版43 銅矛 北部遺構検出時 1�65 1�7 1�0 1�7 青灰色 有

黄灰色
硬化､ 多数の気
孔あり

55 第43図
図版43 銅矛 12号溝 Ⅲ区 1�65 1�6 1�65 3�2 灰黒色 有

暗灰黄色 硬化

56 第43図
図版43 銅矛？ 12号溝 Ⅴ区 2�65 1�6 1�2 5�4 淡黄褐色 無 やや軟質 未製品？

57 第43図
図版43 銅矛 34号溝 2�6 1�75 1�25 5�4 淡黄灰色 無 軟質

58 第43図
図版43 銅矛 31号溝 1�7 1�6 1�0 2�2 淡茶褐色～淡青灰色 有

黄褐色 やや硬化

59 第43図
図版43 銅矛 33号溝 2�5 1�8 1�25 5�2 灰白色 無 やや硬質

60 第43図
図版43 銅矛 ピット19 1�35 1�9 1�8 3�0 暗灰色 有

暗茶褐色 やや硬化

61 第43図
図版43 銅矛 33号溝 1�7 1�7 1�2 2�8 灰白色 有

黄褐色
硬化､ 微細な気
孔あり

62 第43図
図版43 銅矛 34号溝 2�4 1�3 1�15 3�3 黄灰色 無 やや軟質

63 第43図
図版43 銅矛 16号溝周辺遺構

検出時 0�85 1�95 1�2 1�5 灰白色 有
黄褐色 硬化

64 第43図
図版43 銅矛 34号溝 1�85 2�0 1�4 3�3 青灰色 有

黄灰色
硬化､ 多数気孔
あり 変形する
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番
号

挿図
図版 種 別 出 土 位 置

計測値 (��､ｇ)
表面の色調 付着物の有無

付着物の色調 特 徴 備 考
長さ 幅 厚さ 重さ

65 第43図
図版43 銅矛 ８号溝 2�35 2�35 1�3 4�8 青緑色 有

黄灰色 硬化 変形する

66 第43図
図版43 銅矛 34号溝 3�8 2�1 1�3 11�0 淡緑灰色 有

黄白色～青黄色
硬化､ 多数気孔
あり 変形する

67 第43図
図版43 銅矛 21号溝 Ⅲ区 2�05 1�95 1�3 4�3 茶灰色～灰白色 無 やや軟質

68 第43図
図版43 銅矛 １号Ｂ溝 1�6 1�45 1�35 2�8 灰白色 有

黄灰色 硬化

69 第43図
図版43 銅矛 34号溝 2�0 1�7 1�35 3�7 灰白色 無 軟質

70 第43図
図版43 銅矛 34号溝 2�95 2�0 1�55 9�8 灰白色～淡黄灰色 無 やや軟質

71 第43図
図版43 銅矛 34号溝 2�8 1�35 1�5 4�8 淡黄灰色 無 軟質

72 第43図
図版43 銅矛 33号溝 2�2 1�4 1�4 4�3 黄灰色～青灰色 有

黄白色 やや硬化

73 第43図
図版43 銅矛 12号溝 Ⅰ区 2�45 1�1 1�3 2�9 緑灰色 有

茶褐色～黒褐色 硬化

74 第43図
図版43 銅矛 17号溝 2�7 1�7 1�35 6�4 灰白色 無 やや軟質

75 第43図
図版43 銅矛 33号溝 4�1 2�2 1�6 12�2 淡青灰色 無 やや硬質 縦位に数条の面取

りらしき痕跡あり

76 第44図
図版43 銅矛 34号溝 2�65 2�2 1�4 7�7 灰白色～淡青灰色 無 やや硬化

77 第44図
図版43 銅矛 31号溝 3�1 2�6 1�75 10�6 灰色 有

黄灰色､ 赤褐色
著しく硬化､ 多
数気孔あり

78 第44図
図版43 銅矛 27号溝 2�3 2�15 1�6 6�8 灰褐色 無 やや硬化

79 第44図
図版43 銅矛 ８号溝 2�5 1�35 1�25 3�6 緑灰色 有

灰黄色 硬化

80 第44図
図版44 銅矛 22号溝 Ⅰ区上層 2�9 1�5 1�65 3�7 淡黄灰色 有

淡黄白色
著しく硬化､ 多
数気孔あり

81 第44図
図版44 銅矛 ピット14 1�65 1�3 1�65 2�5 暗緑灰色 有

黒褐色､ 黄白色 硬化､ 気孔あり

82 第44図
図版44 銅矛 ピット67 4�7 2�35 1�7 17�6 淡黄色～淡黄灰色 無 やや軟質

83 第44図
図版44 銅矛 ４号掘立柱建物

ピット1 3�1 2�3 1�8 12�0 暗青灰色 有
黄灰色～黄白色

著しく硬化､ 多
数気孔あり

84 第44図
図版44 銅矛 ピット12 2�85 2�4 1�45 9�9 灰黒色 無 やや軟質

85 第44図
図版44 銅矛 45号溝 3�45 2�2 1�5 11�9 灰白色 無 やや軟質

86 第44図
図版44 銅矛 31号溝 2�2 1�8 1�8 6�5 灰白色～淡赤灰色 無 やや軟質

87 第44図
図版44 銅矛 21号溝 Ⅱ区 3�15 2�3 1�5 9�3 淡青灰色 有

淡黄灰色 硬化

88 第44図
図版44 銅矛 34号溝 3�85 2�25 1�65 13�4 灰白色～灰色 無 やや軟質 粘土質

89 第44図
図版44 銅矛 12号溝 Ⅵ区 3�7 2�6 1�75 13�5 茶褐色 有

淡青緑色～淡赤灰色 硬化

90 第44図
図版44 銅矛 34号溝 2�3 1�9 1�6 5�2 灰白色 有

淡青緑色､ 灰黒色 硬化

91 第44図
図版44 銅矛 ６号溝 2�15 2�6 1�8 8�2 赤褐色 有

灰白色 やや軟質

92 第44図
図版44 銅矛 21号溝 Ⅲ区 4�3 2�65 1�85 14�4 暗緑灰色 有

灰白色～暗黄灰色
硬化､ 多数の気
孔 ２片が溶着

93 第44図
図版44 銅矛 12号溝 Ⅰ区 3�45 2�45 1�85 14�6 淡青灰色 有

黄灰色 やや硬化

94 第44図
図版44 銅矛 45号溝 4�2 2�6 1�7 16�9 灰黄色～淡灰黒色 無 やや軟質

95 第44図
図版44 銅矛 34号溝 5�05 2�8 1�9 27�7 青灰色 有

黄灰色 硬化

96 第44図
図版44 銅矛 47号溝 3�9 2�7 2�1 19�4 淡灰黄色～淡灰黒色 無 やや軟質 粗砂粒を含む
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番
号

挿図
図版 種 別 出 土 位 置

計測値 (��､ｇ)
表面の色調 付着物の有無

付着物の色調 特 徴 備 考
長さ 幅 厚さ 重さ

97 第44図
図版44 銅矛 ピット21 2�7 3�25 2�1 16�1 明黄褐色 無 やや軟質

98 第44図
図版44 銅矛 11号溝 3�1 3�1 2�25 18�1 黄灰色 無 軟質

99 第44図
図版44 銅矛 12号溝 Ⅱ区 3�8 3�3 2�35 27�0 黄灰色 無 やや軟質

100 第45図
図版44 銅矛 12号溝 Ⅲ区 1�9 1�1 0�65 1�0 淡灰色 有

暗黄灰色 硬化

101 第45図
図版44 銅矛 31号溝 1�4 0�95 5�5 0�5 青灰色 有

黄白色 やや軟質

102 第45図
図版45 銅矛 ５号Ｂ溝 1�5 1�05 0�55 0�7 灰白色 有

暗灰色 硬化

103 第45図
図版45 銅矛 22号溝 Ⅱ区 1�2 1�2 0�55 0�8 灰黒色 無 やや軟質

104 第45図
図版45 銅矛 ピット46 1�85 1�05 0�65 1�3 灰白色 有

灰黒色
やや硬化､ 多数
気孔あり

105 第45図
図版45 銅矛 中央部遺構検出時 1�95 1�55 0�85 2�5 黄灰色 有

灰黒色～茶黒色 硬化 変形する

106 第45図
図版45 銅矛 ピット55 2�1 1�15 0�7 1�5 淡青灰色 有

黄灰色 やや軟質

107 第45図
図版45 銅矛 12号溝 Ⅳ区 4�65 1�5 0�9 6�1 暗緑灰色 有

黄灰色～淡青灰色､ 茶褐色 硬化 やや変形する

108 第45図
図版45 銅矛 ピット18 3�0 1�4 0�9 3�8 灰白色 有

黄灰色 硬化

109 第45図
図版45 銅矛 ピット55 1�65 1�1 0�75 1�1 淡黄灰色 無 やや軟質

110 第45図
図版45 銅矛 ８号溝 1�85 1�7 0�9 2�8 淡黄灰色 有

灰白色～青白色 硬化

111 第45図
図版45 銅矛 ピット6 1�9 1�6 0�7 1�5 暗緑灰色～暗赤褐色 有

黒褐色 やや軟質

112 第45図
図版45 銅矛？ ５号掘立柱建物

ピット4 3�6 1�45 0�8 5�5 黄灰色 無 やや軟質 未製品？

113 第45図
図版45 銅矛 ８号溝 1�5 1�7 1�05 2�0 淡青灰色 無 やや軟質

114 第45図
図版45 銅矛 １号Ａ溝 2�05 1�65 1�0 2�9 緑灰色 有

黄灰色 硬化

115 第45図
図版45 銅矛 33号溝 3�1 1�55 0�9 3�6 灰白色 無 やや軟質

116 第45図
図版45 銅矛 33号溝 4�15 1�4 0�85 4�5 淡青灰色 有

青緑色､ 灰白色 やや硬化

117 第45図
図版45 銅矛 12号溝 Ⅱ区 1�25 1�6 0�95 1�6 赤褐色～黄灰色 有

淡黄灰色 やや軟質

118 第45図
図版45 銅矛 １号Ａ溝 2�4 1�65 1�0 3�3 灰白色 有

黄灰色 やや硬化

119 第45図
図版45 銅矛 12号溝 Ⅵ区 2�65 1�9 0�95 5�6 青緑色 有

黄灰色～淡青灰色 硬化

120 第45図
図版45 銅矛 12号溝 Ⅵ区 2�05 1�95 1�15 3�6 灰白色 有

黄灰色 硬化

121 第45図
図版45 銅矛 南東部包含層 1�8 1�6 0�9 2�5 灰白色 有

黄灰色 やや軟質

122 第45図
図版45 銅矛 33号溝 2�95 2�15 1�1 6�5 淡青灰色 有

黄灰色､ 暗緑灰色 硬化

123 第45図
図版45 銅矛 12号溝 Ⅵ区 3�5 2�2 1�1 7�0 淡青灰色 有

黄灰色～茶褐色 硬化

124 第45図
図版45 銅矛 ピット22 1�8 1�95 1�1 3�1 灰色 有

黄灰色～淡青灰色
硬化､ 多数気孔
あり

125 第45図
図版45 銅矛 31号溝 下層 2�1 1�7 1�2 5�2 全面付着物に覆われている

有
黄灰色､ 青緑色 硬化 変形する

126 第45図
図版45 銅矛 42号溝 上層 2�9 1�9 1�05 7�2 全面付着物に覆われている

有
黄灰色､ 灰黒色､ 青緑色

硬化､ 多数気孔
あり 変形する

127 第45図
図版45 銅矛 31号溝 2�85 1�8 0�9 4�0 淡青灰色 有

黄灰色､ 赤褐色 硬化 変形する

128 第45図
図版45 銅矛 ６号溝 4�3 3�1 2�2 10�4 全面付着物に覆われている

有
赤褐色､ 明茶褐色

著しく硬化､ 多
数の気孔あり 数片が溶着
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番
号

挿図
図版 種 別 出 土 位 置

計測値 (��､ｇ)
表面の色調 付着物の有無

付着物の色調 特 徴 備 考
長さ 幅 厚さ 重さ

129 第45図
図版46 銅矛 ピット12 5�95 2�7 1�0 19�0 全面付着物に覆われている

有
黄褐色､ 青緑色､ 赤褐色 著しく硬化 ３片が溶着

130 第45図
図版46 銅矛 34号溝 上層 2�7 2�7 1�0 7�8 全面付着物に覆われている

有
赤褐色､ 黄灰色 硬化 別の中型片らし

きものが溶着

131 第45図
図版46 銅矛 ピット56 2�1 1�5 1�35 3�1 灰白色 有

暗緑灰色 硬化

132 第45図
図版46 銅矛 34号溝 3�25 2�4 1�4 10�8 黄褐色～淡青灰色 無 やや軟質

133 第45図
図版46 銅矛 31号溝 上層 3�1 1�65 0�95 8�6 灰白色 有

灰白色～黄灰色 硬化 ２片が溶着

134 第46図
図版46 銅矛 12号溝 Ⅲ区 4�2 2�0 1�05 8�3 灰白色 有

黄褐色､ 灰黒色 硬化 変形する

135 第46図
図版46 銅矛 12号溝 Ⅵ区 2�0 2�15 1�1 4�6 淡青灰色 有

黄灰色 やや硬化

136 第46図
図版46 銅矛 19号溝 3�0 2�25 1�3 7�2 灰白色 有

黄灰色､ 淡青灰色 硬化

137 第46図
図版46 銅矛 12号溝 Ⅳ区 3�8 2�1 1�5 12�2 全面付着物に覆われる

有
緑灰色､ 黒灰色

著しく硬化､ 多
数気孔あり

別の中型片が溶
着か

138 第46図
図版46 銅矛 21号溝 Ⅰ区 5�05 2�3 1�4 16�1 緑灰色 有

黄白色 やや硬化

139 第46図
図版46 銅矛 竪穴状遺構 4�8 2�45 1�25 15�2 灰白色 有

黄灰色～茶褐色 硬化 やや変形する

140 第46図
図版46 銅矛 31号溝 3�3 2�5 1�35 9�6 灰白色 有

黄灰色 硬化

141 第46図
図版46 銅矛 12号溝 Ⅲ区 3�85 2�35 1�2 10�8 灰白色 有

茶褐色､ 黒灰色 硬化 側縁は明瞭な稜
をなす

142 第46図
図版46 銅矛 22号溝 Ⅱ区 5�7 2�45 1�6 22�0 黄褐色 有

黄白色～黄灰色 硬化 僅かに変形する

143 第46図
図版47 銅矛 23号溝 Ⅲ区 3�5 3�1 1�3 14�2 全面付着物に覆われている

有
茶褐色､ 青緑色､ 灰黒色 硬化 ２～３片が溶着

144 第46図
図版46 銅矛 ピット12 4�5 2�65 1�55 15�5 全面付着物に覆われている｡ 赤褐色？

有
灰白色､ 緑灰色 硬化

145 第46図
図版46 銅矛 ピット26 2�95 2�75 2�0 11�3 茶褐色 有

灰黒色､ 淡青灰色 やや硬化

146 第47図
図版47 銅矛 ピット5 2�85 2�8 2�15 14�3 淡黄灰色 有

黄褐色 やや硬化 湯口部

147 第47図
図版46 銅矛？ 21号溝 Ⅱ区 1�4 1�0 0�85 0�8 灰白色 無 軟質

148 第47図
図版46 銅矛？ 21号溝 Ⅱ区 1�2 1�1 1�05 1�0 淡青灰色 無 やや軟質

149 第47図 銅矛？ 21号溝 Ⅱ区 1�5 1�15 1�35 1�8 淡茶褐色 無 軟質

150 第47図
図版47 銅矛？ 12号溝 Ⅴ区 1�1 1�05 0�65 0�6 淡黄灰色 無 軟質

151 第47図
図版47 銅矛？ 22号溝 Ⅱ区 1�4 1�75 0�8 1�6 淡黄灰色 無 軟質

152 第47図
図版47 銅矛？ 12号溝 Ⅴ区 1�3 1�15 0�65 0�8 淡青灰色 無 軟質

153 第47図
図版47 銅矛？ 21号溝 Ⅱ区 2�85 2�7 2�0 13�8 灰黒色 無 やや軟質 粘土質

154 第48図
図版47 銅鋤先 23号溝 Ⅲ区下層 3�1 2�5 0�4 3�0 黄褐色 無 やや軟質

155 第48図
図版47 銅鋤先 21号溝 Ⅰ区 3�2 3�25 0�4 3�9 黄灰色～淡灰色 無 やや軟質

156 第48図
図版47 銅鋤先 4号掘立柱建物

ピット2 2�8 2�2 0�75 3�8 淡青灰色 無 やや硬質

157 第48図
図版47 銅鋤先 34号溝 2�9 2�9 0�6 3�4 淡青灰色～灰白色 有

淡青灰色
硬化､ 多数の気
孔あり

158 第48図
図版47 銅鋤先 34号溝 下層 4�85 3�4 0�55 7�6 淡青灰色～淡黄灰色 有

赤褐色､ 黄灰色､ 灰黒色 硬化 変形する

159 第48図
図版47 銅鋤先？ 12号溝 Ⅵ区上層 2�4 2�6 0�3 2�5 明褐色 無 やや軟質

160 第48図
図版47 小銅鐸 34号溝 4�12 2�65 1�55 13�9 黄灰色～淡青灰色 有

茶褐色～黄褐色 やや硬化

161 第48図
図版47 小銅鐸 34号溝 3�15 3�45 2�25 18�5 黄褐色～灰白色 有

赤褐色 やや硬化



端と裏面を欠損する｡ 平滑面

には金属器によると考えられ

る数条の刻線が確認できる｡

３は21号溝の出土品で､ 現存

長6�65��､ 幅2�7��､ 厚さ1�6��を測る｡ 両端と裏面を欠
損する｡ ４は12号溝の出土品

で､ 上端はやや右に反る可能

性がある｡ 現存長5�2��､ 幅
3�0��､ 厚さ1�2��で､ 平滑
面には金属器によると考えら

れる刻線を有す｡ ５はＰ72の

出土品｡ 現存長6�5��､ 幅2�9��､ 厚さ2�1��で幅２��程
度の平滑面を有すため断面形

は蒲鉾状を呈する｡ ６は12号

溝の出土品で､ 平面形は左に

反る感がある｡ 現存長5�3��､
幅3�4��､ 厚さ1�8��を測り､
平滑面には直線的なラインが

圧痕状に認められる｡ ７は12号溝の出土品で､ 平面形はやや右に反る可能性がある｡ 現存長5�5��､
幅3�3��､ 厚さ2�1��を測り､ 平滑面は幅2�7��のため断面形は蒲鉾形を呈する｡ ８は21号溝からの
出土品で､ 現存長6�9��､ 幅3�25��､ 厚さ1�1��を測る｡ 手捏様をなすが､ 裏面は剥離したようにも
見える｡ ９は１号掘立柱建物跡のＰ４から出土した現存長7�9��､ 幅3�45��､ 厚さ2�1��の資料で､
上端部は窄まる｡ 平坦面には工具もしくは板の角が触れたような直線的な稜を有し､ 段をなす｡ 側面

や裏面には指頭痕をよく残す｡ 10は12号溝から出土した板状の土製品で､ 柳田康雄氏が平形銅剣の土

製鋳型の可能性を示唆された資料(１)｡ 完形品のようにも観察できるが､ 本来の形を保っているかは不

明｡ 表面には平行する浅い溝が４条程確認できる｡ 溝については､ 刻線か何らかの圧痕かは不明｡

註１ 柳田康雄 ｢弥生時代青銅器土製鋳型研究序論｣ 『國學院雑誌』 第110巻第６号 2009

④ 坩堝／取瓶 (図版49～51､ 第50～53図)

溶解炉の中で金属を溶かすための容器が坩堝で､ 溶融した金属を坩堝から受けて鋳型に注湯するた

めの容器が取瓶であるが､ 弥生時代の北部九州において坩堝と取瓶の使い分けが明確であったのか否

か､ 現在のところ明らかとはなっていない｡ 坩堝は溶解炉の中に設置されて金属を溶かすため､ 通常は
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第48図 中型実測図⑦ (1/2)



内外面とも被熱の痕跡が残り､ 取瓶は外面が直接被熱されず､ 内面に湯による変化が認められるとい

う｡ 須玖遺跡群からは本遺跡を含めこれまで坩堝或いは取瓶と見られる器物片が多数出土しているが､

外面に著しい被熱の痕跡を残した資料は全く存在しない｡ このことは溶解炉の構造と深く関係してお

り､ 当時の鋳造技術の一端を示唆するものと理解される｡

以上のようなことから､ 内面に被熱の痕跡や付着物が認められ､ 青銅器の鋳造に関係した器物片と

して選別し得る遺物を､ ここでは坩堝／取瓶としてまとめて報告する｡

なお､ 遺物の出土位置や計測値等については､ 一覧表に示したとおりである｡

坩堝／取瓶として図示し得たのは23点で､ 小片が多い｡ 全形を知り得る資料はないが､ 口縁部､ 体

部､ 底部の各部位が揃っており､ これを同種の器物と見做せば復元形が推定可能である｡

１は口縁部から体部にかけての資料で､ 坩堝／取瓶の類で最も残存状態が良く､ 湯を鋳型に注ぐた

めの注口が付く｡ 口縁周の４分の１程度が残存しており､ 口縁部の外径が23�8��､ 内径は21�0��に復
元できる｡ 口縁は丸く仕上げられ､ 体部から口縁部にかけてやや内湾気味に立ち上がる｡ 器肉はやや
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第49図 真土質土製品実測図 (1/2)
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厚手のつくりで､ 1�5��前後を測る｡ 外面の仕上げはナデと思われるが､ 僅かにハケ目らしき痕跡が残
る｡ 内面の口縁下には注口の上部を覆うように庇状の断面三角形突帯が貼付されている｡ 注口は長径

2�9��､ 短径1�9��で横広の楕円形をなす｡ 外方の注口下端は突出したつくりで､ 受け口状をなす｡ 内
面全体に薄く真土が塗布されているが､ 剥落した部分もある｡ 注口より下位には青銅の成分と思われ

る灰黄色､ 青灰色の付着物が観察される｡ 胎土には粗砂粒をやや多く含み､ 外面は明黄褐色を呈する｡

２は体部から底部付近の破片である｡ １とは出土位置が近接し､ 胎土や厚さが近似することなどか

ら同一個体の可能性が高い｡ 外面の体部と底部の境付近には微かに段が見受けられ､ 底部の器表面が

やや粗雑であることから､ 脚台部が接合部から欠損した可能性がある｡ 内面には全面に黄灰色､ 黒褐
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第52図 坩堝／取瓶実測図③ (1/2)



色の付着物が見受けられ､ 一部に青緑色を呈する青銅が厚く付着する｡ 外面は赤褐色を呈し､ 被熱の

痕跡はない｡

３～11は口縁部資料｡ 薄手のもの (５) や､ かなり厚手のもの (６・７) が含まれている｡ 口縁は

６・７が角張るが､ 他は丸く仕上げられている｡ ３は内面が被熱により青灰色～黄灰色に変色し､ 一

部に付着物が認められる｡ 外面は茶褐色を呈し､ 被熱の痕跡は認められない｡ ４の内面には真土が塗

られており､ 被熱のためか灰白色をなす｡ 胎土には粗砂粒を殆ど含まず､ 細砂粒を僅かに含む｡ ５の

内面には真土が塗布され､ 黄灰色の付着物が認められる｡ 真土の部分は緑灰色を呈する｡ 外面の色調

は黄白色～赤褐色で､ 胎土には細・粗砂粒を含む｡ ６は胎土に粗砂粒を多く含み､ 内面は被熱により

黄白色に変色している｡ ７の胎土は比較的精良で､ 外面の色調は暗茶褐色を呈する｡ 内面は被熱によっ
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表４ 坩堝／取瓶一覧表

番
号

挿図
図版 出土位置

調整・色調・付着物等
胎 土 焼成 備 考

外 面 内 面

1 第50図
図版49 12号溝 Ⅲ区 調整はナデ､ 色調は明

黄褐色
色調は黄褐色､ 調整はハケ目後ナ
デ？灰黄色､ 青灰色の付着物あり 粗砂粒をやや多く含む｡ 良好 注口部

2 第50図
図版49 12号溝 Ⅳ区 色調は赤褐色 色調は赤褐､ 青緑色・黄灰色・

灰白色・黒褐色の付着物あり 粗・細砂粒を含む｡ 良好 脚台部が欠損した可能性
あり､ １と同一個体か？

3 第50図
図版49 41号溝 調整はナデ､ 色調は茶

褐色
色調は青灰色～黄灰色
銅付着 粗砂粒を多く含む｡ 良好

4 第50図
図版49 31号溝 下層 色調は灰黒色 色調は灰白色

真土が塗られている 細砂粒をわずかに含む｡ 良好

5 第51図
図版49 21号溝 Ⅳ区 色調は黄白色～赤褐色 色調は緑灰色､ 黄灰色の付着物

あり､ 真土が塗られている 粗・細砂粒を含む｡ 良好

6 第51図
図版50 31号溝 下層 色調は黄褐色 被熱により黄白色に変色 粗砂粒を多く含む｡ 良好

7 第51図
図版50 12号溝 Ⅴ区 色調は暗茶褐色 青灰色に変色､ 硬化する 精良｡ 良好

8 第51図
図版50 中央部表土下 色調は赤褐色～黄灰色

真土が塗られている
色調は黄褐色～暗赤褐色
真土が塗られている 粗砂粒をやや多く含む｡ 良好

9 第51図
図版50 10号溝 色調は赤褐色 色調は黄灰色

真土が塗られている 粗砂粒を含む｡ 良好

10 第51図
図版50 ６号溝 色調は淡黄褐色 色調は黄灰色～赤褐色

真土が塗られている 細砂粒を含む｡ 良好

11 第51図
図版50 東南部包含層 色調は黄褐色 暗青灰色に変色､ 硬化する 粗砂粒をやや多く含む｡ 良好

12 第52図
図版50

４号掘立柱建物
ピット３ 色調は赤褐色 青灰色に変色 粗砂粒を含む｡ 良好

13 第52図
図版50 31号溝 色調は淡黄灰色 色調は赤灰色

被熱により黒変する 粗砂粒を含む｡ 良好

14 第52図
図版50 34号溝 上層 色調は黄白色 色調は赤褐色､ 真土が塗られ､ 暗

灰色に変色､ 黄白色の付着物あり 粗砂粒をやや多く含む｡ 良好

15 第52図
図版51 12号溝 Ⅵ区 色調は茶褐色 被熱により赤褐色に変色

真土が塗られている 粗砂粒を含む｡ 良好

16 第52図
図版51 17号溝 色調は淡黄灰色 黒灰色に変色､ 硬化する

真土が塗られている
粗・細砂粒をわずかに
含む｡ 良好

17 第52図
図版50 10号溝 色調は黄褐色～淡茶褐

色
黄灰色～淡青灰色に変色
わずかに付着物がみられる 粗砂粒を多く含む｡ 良好

18 第52図
図版51 33号溝 上層 色調は黄灰色 色調は暗黄灰色～暗青灰色

黄褐色の付着物あり 良好

19 第53図
図版51 17号溝 色調は赤褐色 青灰色に変色､ 硬化する､ 真土

が塗られ､ わずかに付着物あり
粗・細砂粒をわずかに
含む｡ 良好

20 第53図
図版51 ５号Ｂ溝検出時 色調は灰黄色 青灰色に変色､ 硬化する 細砂粒を含む｡ 良好

21 第53図
図版51 31号溝 色調は淡茶褐色 色調は黒褐色､ 調整はナデ 粗砂粒を多く含む｡ 良好 脚台部

22 第53図
図版51 37号溝 色調は黄褐色～灰黄色 青灰色に変色､ 硬化する

灰黄色の付着物あり 粗砂粒を多く含む｡ 良好 脚台部

23 第53図
図版51 31号溝 色調は淡黄褐色 色調は淡黄褐色 粗・細砂粒を多く含む｡ 良好 脚台部
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第53図 坩堝／取瓶実測図④ (1/2)



て青灰色に変色し､ 硬化している｡ 坩堝／取瓶に含めたが､ やや口径が小さいようにも思われ､ 或い

は鋳型の可能性もあろう｡ ８は内外面とも真土が塗られている｡ 外面の真土部分は黄灰色であるが､

内面は被熱により赤褐色を呈する｡ 胎土には粗砂粒をやや多く含む｡ ９の内面に塗られた真土は一部

厚くなっており､ ２重に施されたように看取される｡ 胎土には粗砂粒を含む｡ 10の口縁から内面には

厚く真土が塗られており､ 塗布された回数は少なくとも３度に及んだようで､ 口縁部は2�3��ほどに
肥厚する｡ 胎土には細砂粒を含む｡ 11は胎土に粗砂粒をやや多く含み､ 内面が暗青灰色に変色して硬

化している｡ 外面には粘土の貼り付けによって膨らんだ部分があり､ 注口付近に当たるのではないか

と思われる｡

12～18は体部資料｡ 12・13は小片で､ 胎土に粗砂粒を含み､ 内面が被熱により変色している｡ 14の

内面には真土が塗られ､ 被熱によって暗灰色に変色している｡ また､ 部分的に黄白色の付着物が観察

され､ 使用された痕跡を窺うことができる｡ 15の胎土には粗砂粒を含む｡ 外面は茶褐色で､ 著しい被

熱の痕跡は認められない｡ 内面の中央部にはやや厚く塗られた真土が残存している｡ 16は胎土に粗・

細砂粒を僅かに含む｡ 内面は黒灰色に変色して､ 著しく硬化する｡ また､ 内面には真土が塗られ､ 黄

白色の付着物が見受けられる｡ 17は底部に近い部位であろう｡ 内面は黄灰色～淡青灰色に変色し､ 僅

かに付着物がみられる｡

19・20は底部付近の資料｡ 19・20の内面は被熱により青灰色に硬化する｡ 19は真土を貼り付けた部

分が残存しており､ 僅かながら黄白色の付着物が認められる｡

21～23は脚台部｡ 21・23は坩堝／取瓶とは確定できないが､ 特徴的な厚手のつくりであることから

ここに含めた｡ 21は粗砂粒を多く含み､ 外面の色調は淡茶褐色､ 内面は黒褐色を呈する｡ 22は復元底

径が12�2��を測り､ 極めて厚手のつくりで､ 胎土に多量の粗砂粒を含んでいる｡ 外底部分は著しい
上底となっている｡ 外面は黄褐色～灰黄色を呈する｡ 内底は被熱によって青灰色に硬化し､ 中央付近

に灰黄色の付着物が認められ､ 坩堝／取瓶の底部であることが確認できる｡ 23は21・22とは異なり､

上底をなさずに充填した台状を呈し､ 底は平面である｡

⑤ 銅滓・銅片等 (図版52､ 第54図)

銅滓や銅片など､ 青銅器の生産に関係した遺物が80点以上出土した｡ その殆どは鋳造の際に生じた

と考えられる不定形をなす滓で､ 気孔が著しく､ 灰黄色､ 青緑色を呈するものが多い｡ ただ､ この種

の遺物は､ 付着物に覆われた銅矛中型との区別が困難なものが多く､ ここに図示した資料の中には､

内部に銅矛中型片を含むものが少なからず存在する可能性がある｡

16は気孔がなく１～15とは明らかに異なる｡ 青緑色を呈する青銅片であるが､ 製品の一部とは考え

難い｡ 鋳造時に鋳型からはみ出したバリもしくは湯口部分を切除したものであろうか｡

17・18は玉砂利様の遺物で､ 外面は淡い青緑色をなしているが､ 表面が剥落した部分を観察すると､

内部は光沢のある赤黄色を呈しており､ 銅塊と推定される｡ 17は7�6ｇ､ 18は20�4ｇで､ 見た目より
ずっしりと重い｡
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(４) ガラス製品生産関連遺物 (図版53､ 第55図)

① 石製勾玉鋳型 (1)

１は31号溝出土の石英長石斑岩製の勾玉鋳型片で､ 現存での長さが3�5��､ 幅2�65��､ 厚さ2�15��｡
Ａ・Ｂ面に勾玉の型が互い違いに彫り込まれ､ Ａ面は勾玉の頭部､ Ｂ面では尾部が確認できる｡ Ａ面

の頭部には､ 紐通し孔をつくり出すための芯棒の軸受けが確認できる｡ Ｃ面にはわずかに真土が付着

する｡ 当鋳型から鋳造されるガラス勾玉は､ 全長３��前後に復元できるが､ 鋳型を単体で使用した
場合には､ 製品の厚さが５��以下となり薄すぎる感がある｡ 恐らく､ 青銅器と同様に２枚の鋳型
を合わせて用いたのであろう｡ Ｃ面に残る真土は､ 合わせた２枚の鋳型を固定するために真土で鋳型

全体を被ったものが残存した可能性がある｡

― 98 ―

第54図 銅滓・銅片等実測図 (1/2)



② ガラス製品製作関連器具 (2～10)

２～10はガラス製品生産に関わる真土製の遺物｡ 基本的に還元されており､ 淡青灰色で硬く焼き締

まっている｡ ２は42号溝から出土したガラス製品の鋳型と推測される資料｡ 後述する４などのガラス

付着小形容器の可能性も考えたが､ 須玖五反田遺跡出土の真土製鋳型に類似する｡ 断定はできないが､

勾玉鋳型の背部ではなかろうか｡ ３は８号溝から出土した扁平な形状の資料で､ 二側縁が部分的に残

存する｡ 現存で長さ3�35��､ 幅3�2��､ 厚さ1�4��を測る｡ 両面共に接合が剥落した痕跡を観察でき
る｡ 用途については明らかではない｡

４はガラス付着小形容器で､ 従来ガラス坩堝とされていたもの｡ 21号溝から出土し､ １�２程度が
残存する｡ 完形品は福岡市比恵遺跡群87次調査(１)��－07で出土し､ 形状は手捏状の小形容器の底部
に孔を有す｡ 合せ鋳型の天板に真土で接合し､ 金属鋳造で言う掛堰状をなし湯口を形成したと考えら

れる｡ ただし､ 金属器鋳造の掛堰は､ すべての注湯をそこから行うが､ 恐らくガラスの場合は合わせ

た鋳型にはすでにガラス屑 (粉末) が充填されており､ 不足分が小形容器から追加されたと推測され
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表５ 銅滓・銅片等一覧表

番
号

挿図
図版

出土位置
計測値 (��､ｇ)

色 調
長さ 幅 厚さ 重さ

1
第54図
図版52

23号溝 Ⅱ区 2�2 1�8 1�0 1�8 暗茶褐色

2
第54図
図版52

13号Ａ溝 2�0 1�6 1�3 4�2 黄灰色～青緑色

3
第54図
図版52

31号溝 上層 2�0 1�85 1�9 4�6 暗黄褐色
(部分的に暗緑色～赤褐色)

4
第54図
図版52

33号溝 2�1 1�8 1�4 5�2 暗灰黄色

5
第54図
図版52

33号溝 2�1 2�3 1�3 6�6 灰緑褐色

6
第54図
図版52

７号溝 2�6 1�8 0�9 5�6 明黄灰色～灰白色
(部分的に赤茶色)

7
第54図
図版52

33号溝 1�8 2�45 1�35 6�5 黄灰色
(部分的に暗緑灰色)

8
第54図
図版52

８号溝 2�6 2�15 0�9 6�2 黄灰色
(部分的に青緑色)

9
第54図
図版52

12号溝 Ⅵ区 3�0 1�65 1�7 8�4 灰黄色～黒褐色

10
第54図
図版52

34号溝 下層 2�2 2�3 1�0 9�9 緑褐色～灰褐色

11
第54図
図版52

12号溝 Ⅵ区 2�8 3�1 1�45 13�7 黄灰色
(部分的に青緑色)

12
第54図
図版52

12号溝 Ⅰ区 3�35 2�75 2�0 21�5 黄灰色～青緑色

13
第54図
図版52

８号溝 3�7 3�0 2�4 13�8 茶灰色～黒褐色

14
第54図
図版52

31号溝 下層 4�25 3�1 2�1 30�4 黄褐色
(一部緑褐色)

15
第54図
図版52

８号溝 北部 4�35 3�25 1�35 21�1 灰白色～暗灰色

16
第54図
図版52

ピット70 1�9 2�85 1�2 4�6 青緑色

17
第54図
図版52

35号溝 2�7 1�8 1�0 7�6 赤黄色～青緑色

18
第54図
図版52

12号溝 Ⅵ区 2�95 2�45 1�8 20�4 赤黄色～青緑色



る｡ 福岡市比恵遺跡群87次調査例には棒状の土製品が溶着するが､ 解けたガラスを鋳型に流しやすく

するための器具であろう｡ ４の口縁部は片口状をなすが意識的なものかは不明｡ 口径は2�8��前後に
復元でき､ 高さは2�9��を測る｡ 外面は指頭痕を残し､ 内面下部には還元により変色したと考えられ
る赤茶色のガラスが付着する｡ 当資料は完形品でないため疑問も残るが､ 底面には不整形な穿孔を有

すると考えられる｡

５は22号溝から出土した口縁部から底部までの小片で､ 高さは3�2��､ 口径は不明｡ 外面は指頭痕
が目立ち､ 内面はヘラ状工具による調整痕であろうか溝状の圧痕を残すが､ 基本的には手捏様のつく

― 100 ―

第55図 ガラス製品生産関連遺物実測図 (1/2)



り｡ 内底部にガラスが付着する｡ ガラスは､ 上部が暗緑灰色で下部が暗赤色を呈す｡ ６は33号溝から

出土した口縁部から底部まで残存する資料｡ 復元口径2�8��､ 高さ1�6��､ 底部には直径0�7��の孔
が確認できる｡ 手捏で成形されており､ 外面には指頭痕が確認できる｡

７はガラス製品の生産に関する遺物の小片で､ 30号溝から出土した｡ Ｃ面と断面を観察すると２次

的に真土が貼り付けられている｡ 小形容器とも考えたが厚みがあることや､ Ａ面に他の個体と合わせ

られていた痕跡が見られること､ Ｃ面を覆う真土がＡ面まで達することから組合せ鋳型の可能性が推

測される｡ Ａ面の平面形は､ 現状では真土の２次的な貼り付けにより歪な形を呈するが､ 本来の形状

は左側辺と下辺が直角に近い形状をなすと思われる｡ また､ Ａ面には弧状の窪みが見られ､ そこに黒

赤色のガラスが付着する｡ 上辺は欠損するが､ 中央やや左寄りには孔を有した可能性がある｡ Ｂ面は

欠損部が多いが､ Ａ面に見られた孔が割竹状に長さ１��程度確認でき､ 図の上方へ漏斗状に広がる
と見られる｡ 以上のことから推測すれば､ 当資料は､ 須玖永田Ａ遺跡４次調査Ｐ７から出土したガラ

ス製品鋳型と同様のものの可能性がある｡

８は８号溝から出土した資料｡ 小片のため全形は不明だが､ 底面に孔を有し､ 孔の側面には絞り痕

をもつ｡ あるいは天地逆となり､ 鋳型の可能性もあろう｡

９は23号溝から出土した小片で口縁部と底部を欠く｡ 手捏によって形成されており､ 内外面ともに

指頭痕を残す｡ 10は遺構検出時に出土した口縁部片で底部を欠く｡ 薄いつくりで､ 内外面共に指頭痕

をよく残す｡ 内面の下部に僅かに暗赤色のガラスが付着する｡

註１ 福岡市教育委員会 『比恵40』 福岡市埋蔵文化財調査報告書第857集 2005

(５) 玉 類 (図版59-(2)､ 第56図)

１は12号溝から出土した石製勾玉で､ 全長1�4��､ 最大厚0�3��､ 重さ0�49ｇの完形品である｡ 薄
い緑を帯びた白色を呈する｡

２～７はガラス製小玉である｡ ７点出土しているが､ 図示したのは６点である｡ ２は６号溝から出

土しており､ 直径0�22��､ 厚さ0�2��､ 重さ0�02ｇを測る｡ 透明なライトグリーン色を呈し､ 孔に平
行した微細な線が内部に確認できる｡ ３はＰ68から出土しており､ 全体の約半分を欠損する｡ 残存長

0�28��､ 厚さ0�3��､ 重さ0�01ｇを測る｡ 透明なスカ
イブルー色を呈する｡ ４は攪乱から出土｡ 直径0�20��､ 厚さ0�16��､ 重さ0�02ｇを測る｡ 透明なスカイ
ブルー色を呈し､ 孔に平行する気泡が確認できる｡ ５

は表土からの出土品｡ 直径0�4��､ 厚さ0�25��､ 重さ
0�05ｇを測る｡ 透明なスカイブルー色を呈する｡ ６は
12号溝から出土｡ 直径0�58��､ 厚さ0�32��､ 重さ0�13
ｇを測る｡ 透明なスカイブルー色を呈し､ 孔に平行す
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第56図 玉類実測図 (1/1)



る気泡が確認できる｡ ７は包含層から出土しており､ 直径0�61��､ 厚さ0�6��､ 重さ0�29ｇを測る｡
透明なスカイブルー色を呈する｡

(６) 鉄 器 (図版54､ 第57図)

１は鋳造鉄斧で､ Ｐ65から出土した｡ 袋部主面両側の大部分と､ 袋部片側面の上辺一部が欠失して

いる｡ 全長10�4��程度､ 残存最大幅8�8��､ 刃部幅8�55��､ 基部器厚は0�35��程度を測る｡ 平面形
はやや腰の細くなる長方形で､ 袋部横断面形は方形をなす｡ 両側面には､ 鋳型の合わせ目にできた鋳

張りの痕跡が確認できる｡ 刃端部の丸みは､ 使用による刃こぼれと推測できる｡
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第57図 鉄器実測図 (1/2)



２～４は12号溝から出土した袋状鉄斧である｡ ２は全長6�0��程度､ 刃部幅2�4��で､ 袋状鉄斧の
中では中形品である｡ 突き合わせ部の大半を欠失するが､ 残存部の横断面形は丸みを帯びており､ 円

形状の袋部断面形を想定できる｡ 縦断面形は袋部上半で段をもつように見えるが､ これは欠損箇所の

補填材の影響であって､ 本来の形状ではない｡ 身部から刃部にかけては､ 厚みにほとんど変化はみら

れない｡ ３は袋部の突き合わせ部分の片側と上端部及び身以下の大半を欠失する｡ 残存長4�6��､ 袋
部幅3�0��前後｡ やや腰が細くなる平面形で､ 袋部の横断面形は扁平な楕円形を呈す｡ ４は残存長4�
4��､ 残存最大幅2�7��前後を測る｡ 欠損部が多く､ 平面形は判然としないが､ 刃部に向かって広く
なるようである｡ 突き合わせの下端部と刃部が近接していることから､ 使用に伴う砥ぎ減りの可能性

もある｡ 袋部から身部にかけてやや厚みを増すが､ 段をもつ程ではない｡

５は袋をもつ鑿であり､ 包含層から出土した｡ 袋上部の破片で､ 残存長1�95��､ 最大幅1�41��､
器厚0�2��を測る｡ 横断面形は略楕円形で､ 袋内部は銹化により形状不明である｡
６は12号溝出土の�である｡ 刃部から身部にかけての破片で､ 刃部先端が欠失している｡ 残存長
3�8��､ 最大幅1�0��､ 最大厚0�25��を測る｡ 全体的に裏すきをもたず､ 作業部位の表面を研磨し刃
部をつくりだす｡ 使用時の表から見ると､ 左側の刃がやや減っている｡ これは使用に伴う砥ぎ減りの

可能性がある｡ 身にわずかな反りをもつ｡

７～９は棒状鉄器であり､ 全て12号溝から出土した｡ いずれも両端部が欠失し､ 器種は特定できな

いが､ 形態的な特徴や６との近似性から､ �の可能性をもつ｡ ７は残存長7�62��､ 最大幅1�22��､
最大厚0�4��であり､ 図下方に行くほど幅広で厚みを増す｡ ８は残存長4�5��､ 幅0�98��､ 厚さ0�2��
である｡ ９は残存長5�9��､ 幅0�85～1�0��程度､ 厚さ0�27��であり､ 図下方で幅を減じる｡
10は片側に刃部を持つことやその形状から､ 鎌もしくは摘鎌の可能性がある｡ 12号溝から出土した｡

全長2�2��､ 残存幅2�74��､ 厚さは0�26��で両刃である｡
11は鋳造鉄斧側面部破片の一端に刃をつけ､ 小形の板状鉄斧として再利用したもので､ Ｐ63から出

土した｡ 残存長1�92��､ 残存幅2�39��､ 厚さ0�3～0�4��程度で､ 袋部側の面を研ぎ出し､ 片刃を形
成する｡ 主面側の破損面が､ 幅0�5��程度の隆起として確認できる｡
12は12号溝出土の板状鉄器である｡ 側面は二面が破損しているが､ 残存する端面と片刃の刃部から､

板状鉄斧を想定できる｡ 残存長2�28��､ 残存幅2�88��､ 厚さ0�25��程度を測る｡
13は板状の鉄器もしくは鉄片で､ 刀子に類似するが､ 刃部を形成していないことから､ 未成品､ も

しくは素材鉄の可能性もある｡ ７号溝から出土した｡ 全長1�38～1�80��､ 残存幅3�65��､ 厚さは0�25��程度で､ 両端を欠失する｡ 側面から見ると､ 緩やかに湾曲している｡
14は板状の鉄器もしくは鉄片で､ Ｐ63から出土した｡ 両端を欠失するが､ 残存する側面は明瞭な稜

をもつ｡ 残存長6�2��､ 幅2�35��､ 厚さは0�25～0�40��と､ 図下方に向け幅を減じる｡ 形態的特長か
ら､ 板状鉄斧の可能性がある｡
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(７) 石 器 (図版55～57・58-(1)､ 第58～63図)

打製石鏃５点､ 石核１点､ スクレイパー１点､ 磨製石鏃１点､ 用途不明石器１点､ 紡錘車１点､ 石

包丁15点､ 砥石25点､ 凹石１点､ 台石１点の計52点が出土した｡

１～５は打製石鏃である｡ １は43号溝､ ２は21号溝､ ３・５は12号溝､ ４は34号溝から出土した｡

１・３は黒曜石製で､ ２・４・５はサヌカイト製である｡ ３は左右刃部にわずかな突起をもつ｡

６は１号土坑から出土した石核で､ 淡黄白色を呈すチャート製｡ 長さ3�00��､ 幅3�15��､ 厚さ2�30��である｡
７は８号溝から出土したスクレイパーである｡ サヌカイト製｡ 長さ3�85��､ 幅3�80��､ 厚さ1�15��で､ 断面は六角形を呈す｡ 腹面に刃部をつくりだしている｡
８は12号溝から出土した磨製石鏃である｡ 緑灰色を呈し､ 蛇紋岩系の石材を用いているものとみら

れる｡ わずかに抉りをもつ平基で､ 両面とも丹念に研磨されている｡ 長さ3�10��､ 幅1�18��､ 厚さ
0�19��である｡
９は12号溝から出土した石器であるが､ 用途は不明である｡ 上面以外がほぼ欠損しているが､ わず

かに残存している端部の厚みからす

ると､ 薄い板状を呈していたものと

みられる｡ また､ 上面には擦痕が認

められる｡

10は６号溝から出土した紡錘車で

ある｡ 半分以上が欠損するが､ 径

4�72��､ 厚さ0�48��､ 孔の径0�95��に復元することができる｡ 滑石
製｡

11～24は石包丁である｡ 11・12・

14・18は34号溝､ 13は23号溝､ 15・

25は17号溝､ 16・22・23は12号溝､

17は包含層､ 19は31号溝､ 20は30号

溝､ 21は攪乱土､ 24は41号溝から出

土した｡ 石材は24・25以外すべて凝

灰岩｡ 13・15・20～22は紫灰色を呈

する｡ 24・25は頁岩質砂岩製か｡ 11・

12・17・18は背縁が直線的で､ 11は

背縁と刃部の接点が丸みを帯びる｡

17・18は半分欠損しているが､ 復元
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第58図 石器実測図① (1/2)



すると全体の形は半月形に近くなる｡ 擦痕は両面ともに明瞭で､ 18は本体の大きさに比して孔が小さ

く､ 厚さも0�50��と薄い｡ 13・14・16・23は背縁がやや丸みを帯びる｡ 13・14は完形で､ 背縁と刃
部の接点もやや丸みを帯びる｡ 23は穿孔が背縁付近に施されており､ 孔の大きさは全体の大きさに比

して小さい｡ 19は刃部の一部のみが残存するが､ 18と同様に､ 最大厚が0�30��と薄い｡ 24は半分ほ
どが欠損しているが､ 現存の身幅が9�05��であり､ その長大さが際立つ｡
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第59図 石器実測図② (1/2)



25は石包丁の未成品と思われる資料で､ 両面に粗い加工痕が施されるのみで､ 敲打痕や研磨痕は確

認できない｡

26～50は砥石である｡ 26はＰ23､ 27はＰ10､ 28は８号溝､ 29はＰ71､ 30・37・43は23号溝､ 31はＰ

69､ 32は遺構検出時､ 33・42・48は12号溝､ 34・35は３号溝､ 36・44・50は33号溝､ 38は44号溝､ 39

はＰ43､ 40は39号溝､ 41・47は１号溝､ 45は11号溝､ 46は２号土坑､ 49はＰ11から出土した｡ 石材は

26～31・39・44・45・47・48・50が砂岩､ 41が粘板岩､ 37・40・43が泥岩｡ このほかのものについて

は石材不明であるが､ いずれもキメが細かく泥岩質である｡ 26～33は小片｡ 30は全ての面を使用して

いる｡ 角がほぼなくなるまで研磨されており､ 全体的に丸みをもつ｡ 31は残存している面は角が丸く

なるまで使用されている｡ 42の側面には幅５��で断面Ｕ字形にくぼんだ溝が､ 長軸方向に沿って
走っている｡ 玉砥石として使われていたものか｡ 43は２面を使用しており､ 長軸方向の研磨痕が認め

られる｡ 45は３面を使用しており､ ２面に各２条の溝をもつ｡ 49は研磨面として使用した１面以外は

欠損しているが､ 細長い棒状を呈していたものとみられる｡ 50は大形の砥石で､ やや軟質な石材を利

用する｡ ２面を使用している｡

51は12号溝から出土した凹石である｡ 両面とも中央部がくぼんでおり､ 長さ10�85��､ 幅7�40��､
厚さ4�15��である｡
52はＰ25から出土した台石である｡ 上下面ともに使用痕が認められる｡ 半分以上を欠失するが､ 全

体的に平滑で丸みをもち､ 断面は扁平な楕円形を呈すものとみられる｡ 現存の長さは23�45��､ 幅
14�40��､ 厚さ11�20��である｡
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第60図 石器実測図③ (1/2)
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第61図 石器実測図④ (1/2)
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第62図 石器実測図⑤ (1/2)



(８) 軽 石 (図版58-(2)､ 第64図)

用途は明らかでないが､ 須玖遺跡群の青銅器生産遺跡では鋳造関連遺物とともにしばしば軽石が出

土する｡ 現在のところ青銅器生産に軽石が使用されていた可能性がある｡
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第63図 石器実測図⑥ (1/3)



１は遺構検出時､ ２は８号溝､ ３は６号掘立柱建物跡のＰ４､ ４は48号溝､ ５は12号溝､ ６は33号

溝から出土した｡ ３・５・６は平滑な面を有し､ 使用の痕跡が認められる｡ １は全長5�15��､ 幅3�95��､ 厚さ2�50��､ 重さ16�1ｇ､ ２は全長4�15��､ 幅4�40��､ 厚さ3�75��､ 重さ33�7ｇ｡ ３は全長6�35��､ 幅6�35��､ 厚さ3�95��､ 重さ34�9ｇ｡ ４は全長9�20��､ 幅7�25��､ 厚さ4�80��､ 重さ67�7ｇ｡
５は全長8�77��､ 幅6�17��､ 厚さ3�75��､ 重さ42�4ｇ｡ ６は全長7�75��､ 幅8�50��､ 厚さ2�80��､
重さ54�9ｇ｡
(９) 瓦 (図版59-(1)､ 第65図)

調査区東南隅の包含層から出土した｡ 鬼瓦の左下脚部分の破片で､ 残存長20�8��､ 残存幅16�8��､
最大厚5�2��を測る｡ 磨滅が著しく､ 文様は判然としない｡ 刳込み部に接するように下牙と思われる
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第64図 軽石実測図 (1/2)



隆起があり､ その下側は下顎がめぐるようである｡

珠文は３つしか確認できていないが､ 直径１��程
度と小粒で､ 間隔は0�6��程度と狭い｡ 以上の特徴
から､ 本資料は ｢大宰府鬼瓦Ⅱ式｣(１)に該当するも

のと思われる｡ 文様面の調整は磨滅のため不明瞭だ

が､ 裏・側面ではナデ調整､ 刳込み部はヘラ切り後

にナデ調整が確認できる｡ 焼成は良好で､ 色調は暗

灰色を呈する｡ 胎土は１～３��以下の砂粒をや
や多く含む｡

註１ 赤司善彦ほか 『大宰府政庁跡』 九州歴史資料館

2002 � � � �
須玖岡本遺跡坂本地区の１・２次調査において検出した遺構としては､ 土坑２基､ 溝51条､ 掘立柱

建物跡７棟､ 竪穴状遺構１基及び多数のピットがある｡ このうち溝は幅が50��内外のものが殆どで､
特定の範囲を隅丸方形状に囲繞しており､ しかも､ このような単位が連接するように配されていた｡

ここでは弥生時代の集落に通有の竪穴住居跡は検出しておらず､ 特殊な遺跡であると認識できる｡

一方､ 遺物の出土状況を見ると､ 日常土器や石庖丁などの石器類､ 鉄器など､ 周辺の弥生集落とほ

ぼ同種のものもあるが､ 青銅器生産に関係した遺物の多量出土が特記される｡ １・２次調査で出土し

た青銅器生産関連遺物としては､ 石製鋳型６点以上､ 銅矛､ 銅鋤先､ 小銅鐸の中型が合わせて260片

以上､ 坩堝／取瓶52片以上､ 銅滓80点以上などがあり､ 664㎡の調査面積を考慮すると異例な数量と

言えよう｡

砥石に転用された例が多い石製鋳型は､ 出土地に青銅器工房跡の存在を裏付ける資料とはならない

が､ 中型や坩堝／取瓶､ 銅滓などの遺物は転用された事例はなく､ 工房跡から遠く離れた位置で出土

するとは考え難い｡ 特に､ 当遺跡の調査では前述のように夥しい数量の各種青銅器鋳造関連遺物が弥

生土器に伴って出土しており､ このことは弥生時代に当地において青銅器生産が行われていたことを

明示している｡ しかも､ 出土遺物の集中度から推察する限り､ その生産は当時にあっては極めて大規

模に行われ､ 各種青銅器が量産されていたと考えられる｡

このようにみてくると､ 周囲に溝を配した遺構が青銅器の生産工房であったことは疑う余地がなく､
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第65図 瓦実測図 (1/4)



溝は内部の排水､ 除湿を目的とした施設であったと推定される｡ １・２次調査区では､ 周囲に溝を配

した遺構が､ 調査区西部､ 中央部､ 北東部の３ヵ所に確認された｡ 西部の遺構は調査区外へ続いてい

たため､ 溝が取り囲んでいた範囲や内部の建物等､ 詳細については不明と言わざるを得ない｡

中央部の遺構では10×10ｍほどの隅丸方形状の範囲を溝が囲繞する｡ 溝は複雑に重複しており､ 幾

度も掘り直された状況を窺うことができる｡ これに対応するように内部には多数のピットが検出され､

建物が何度も建替えられたことを示唆している｡ 但し､ 溝の北辺と重複する１・２号掘立柱建物跡は､

溝より古い時期の遺構であることを確認しており､ 位置的にも溝に伴う遺構とは考え難い｡ 溝に伴う

建物跡については､ ピットの数が多いため確定できるものを抽出することができなかったが､ 検討を

重ねた結果､ その可能性があるピットの並びを掘立柱建物跡 (案Ａ～Ｃ) として示している｡ いずれ

にしても､ 溝に囲まれた内部のピット群を見る限り､ 浅くて径が小さいものが多いことから､ 内部に

存在した建物は､ 比較的簡素なつくりであったと想定される｡ ここでは青銅器鋳造関連遺物が溝及び

内部の中央付近から集中的に出土しており (第66図)､ 長期にわたって青銅器生産が行われていたも

のと推測される｡

次に北東部の遺構を見ると､ 中部の遺構の溝とは異なって複雑な掘り直しが認められない｡ また､

溝は２重に巡っているような状況が窺えるが､ 出土した土器からするとこの２条の溝は時期を異にす

るものと判断される｡ 内側の溝は幅が30��ほどで､ 約7�3ｍ四方の範囲を限るように隅丸方形状に巡
り､ 外側の溝は幅が50��前後とやや広く､ 内側の溝と1�5～3�5ｍ前後の間隔で不正方形状に掘られ
ている｡ 内部には掘立柱建物跡が２棟と竪穴状遺構が検出された｡ 何れも内側の溝に囲まれた範囲の

中央付近に位置していることから､ 溝とその内部の遺構とは一連の施設であったと推定される｡ 当遺

構からの青銅器鋳造関連遺物の出土数は､ 中央部の遺構に比べるとその数量が著しく少ない｡ このこ

とについては青銅器生産が比較的短期間であったことに起因するとも考えられるが､ 中央部の遺構と

は異なった作業が行われていた可能性も考慮すべきであろう｡

西部､ 中央部､ 北東部の遺構を見ると､ 西部と中央部の遺構はほぼ同一方向に配置されているが､

北東部の遺構はやや方向を異にする｡ ただ出土土器からすると､ 各遺構とも近接した時期の所産と推

定され､ 溝を共有して連接するような状況が窺われることから､ 計画性が看取される｡

ちなみに､ 中央部の遺構と北東部の遺構を連結するように掘られた31・42号溝を見ると､ 溝底の傾

斜が東側へと下っている｡ 31・42号溝の東側は調査区外へと続いているが､ 調査区の東側隣接地につ

いては､ 過去の試掘調査において地形的にかなり低くなった谷であったことを確認している｡ 31・42

号溝は工房の排水を目的とした施設と考えられ､ 雨水等を東方の谷へ排除するための排水溝であった

可能性が高い｡

また､ 調査区東南部の33・34号溝では青銅器鋳造関連遺物の集中的な出土が認められたが､ 調査区

外へと続いているため､ 詳細については不明と言わざるを得ない｡ ただ､ 遺物の出土状況からすると､

調査区南東部の隣接地にも当然､ 青銅器工房跡が存在するものと推定される｡ さらに､ 中央部遺構の

東部に位置する８号溝が調査区外へとのびていることからすると､ 南側にも青銅器工房が連なってい
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第66図 １・２次調査鋳造関連遺物出土分布図 (1/100)

―■・■―



た可能性があろう｡

このように､ 当地には弥生時代に青銅器の生産工房群が存在したと推定されるが､ 鋳造に不可欠な

溶解炉の痕跡を検出できていない｡ 発掘調査の状況からすると､ 青銅器の工房跡と認識し得る西部､

中央部､ 北東部の各遺構とも後世に著しい削平は受けていないものと判断されることから､ 溶解炉は

地上に設置されていた可能性があり､ 掘り込みが存在したとしてもごく浅いものであったと推測され

る｡ また､ 炉壁の出土もなく､ １・２次調査では溶解炉に関する資料を全く得ていない｡

前述したとおり､ １・２次調査区内の西部､ 中央部､ 北東部の周囲に溝を配した遺構は､ 青銅器工

房であったと認識できるが､ 次に､ ここで行われていた青銅器生産の時期について触れてみたい｡

ここから出土した土器を見ると､ 弥生時代の中期前半から終末期前後のもののほか､ 図示できなかっ

たが８世紀の須恵器小片が僅かながら含まれている｡ このうち８世紀の土器は包含層からの出土で､

遺構に伴うものは確認できていない｡ 従って､ １・２次調査区で検出した遺構の殆どは弥生時代の遺

構と判断できる｡

１・２次調査区内において､ 最も古い時期の遺構は１・２号土坑で､ 出土した土器から弥生時代の

中期前半と考えられる｡ 但し､ この両遺構からは青銅器鋳造に関係した遺物は全く出土していない｡

また､ 調査では弥生時代中期中頃から後半の土器も少なからず出土しているが､ 当該期の遺構として

確定し得るものは存在せず､ 殆どが混入したものと判断される｡ 従って､ １・２次調査では弥生時代

中期の青銅器生産を示す確実な資料は確認できていない｡

ここで青銅器生産に関係した遺物を出土した遺構のうち､ 出土土器からみて古い時期に位置づけら

れるのもとしては､ 北東部で検出した27・47号溝と､ 南東部の17号溝､ 33号溝があげられる｡ これら

の遺構は混入と考えられる弥生時代中期の土器を含みながらも､ 後期初頭～中頃の土器が比較的まと

まって出土している｡

一方､ 調査区の西部及び中央部の溝群の殆どと､ 北東部の30・31号溝は､ 出土土器からみて後期後

半以降に位置づけられる｡

以上のことから１・２次調査区内の青銅器生産に関係した遺構と遺物については､ 後期初頭～前半

のものが存在する可能性は十分考えられるものの､ 主体をなすのは後期中頃～後半以降のものと判断

される｡ 注目されるのは中央部12号溝の出土遺物で､ 庄内式併行期を含む終末期前後の土器とともに

青銅器生産関連遺物が多数出土していることである｡ これは当地での青銅器生産が､ 庄内併行期まで

継続していた可能性を示唆しており､ 青銅器生産の終焉に関する問題を検討する上で重要な意味をも

つと言えよう｡

以上､ １・２次調査の結果を簡単にまとめてみたが､ 遺構､ 遺物に関する詳細な検討は次年度以降

に順次予定している３～６次調査の報告と併せて行うこととしたい｡
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須玖岡本遺跡周辺航空写真 (1991年撮影)
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図図版版２２

(１) 坂本地区１次調査全景 [調査区中央～西部] (東から)

(２) 坂本地区１次調査全景 [調査区中央～西部] (西から)



図図版版３３

(１) 坂本地区２次調査全景 [調査区東部]

(２) 調査区北西部 (南から)



図図版版４４

(１) 調査区中央部 (南から)

(２) 調査区北東部



図図版版５５

(１) 調査区北東部 (南から)

(２) 調査区南東部
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図図版版1111

(１) １号溝中型出土状態

(２) ３号溝銅戈鋳型出土状態
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図図版版1177

(１) ５号掘立柱建物跡・竪穴状遺構 (北から)

(２) ６号掘立柱建物跡 (北から)
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図図版版1199

１・２号土坑出土土器
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図図版版2200

１～８号溝出土土器
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図図版版2211

８～11号溝出土土器
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図図版版2222

11・12号溝出土土器
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図図版版2233

12号溝出土土器①
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図図版版2244

12号溝出土土器②
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図図版版2255

12号溝出土土器③
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図図版版2266

17・21号溝出土土器
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図図版版2277

21～23・26・27号溝出土土器

���
���
���
���
���

���
���
������
���
������

���
���
������������
���



図図版版2288

27・30・31号溝出土土器
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図図版版2299

31・33号溝出土土器
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図図版版3300

33・34号溝出土土器
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図図版版3311

34号溝出土土器①
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図図版版3322

34号溝出土土器②
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図図版版3333

35～37・39・41・42号溝出土土器
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図図版版3344

44・46～48号溝出土土器
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図図版版3355

掘立柱建物跡・竪穴状遺構・ピット出土土器
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図図版版3366

ピット出土土器
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図図版版3377

ピット・包含層出土土器
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図図版版3388

土製品
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図図版版3399

石製鋳型類①
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図図版版4400

石製鋳型類②
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図図版版4411

銅矛中型①
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図図版版4422

銅矛中型②
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図図版版4433

銅矛中型③
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図図版版4444

銅矛中型④
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図図版版4455

銅矛中型⑤
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図図版版4466

銅矛中型⑥
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図図版版4477

銅矛・銅鋤先・小銅鐸中型
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図図版版4488

真土質土製品
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図図版版4499

坩堝／取瓶①
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図図版版5500

坩堝／取瓶②
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図図版版5511

坩堝／取瓶③
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図図版版5522

銅滓・銅片等
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図図版版5533

ガラス製品生産関連遺物
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図図版版5544
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図図版版5555

石器①
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図図版版5566

石器②
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図図版版5577

石器③
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図図版版5588

(２) 軽石

(１) 石器④
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図図版版5599

(２) 玉類

(１) 瓦
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緊急調査
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に伴う緊急発掘調査

所収遺跡名 種 別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

須玖岡本遺跡

坂本地区

１・２次調査

青銅器

工房跡

弥生 土坑 ２基

溝 51条

掘立柱建物跡 ７棟

竪穴状遺構 １基

ピット 多数

青銅器鋳型

中型

銅滓

坩堝／取瓶

弥生土器

春日丘陵先端部に立地する弥生時

代の青銅器工房跡｡ 柱穴群を囲繞す

る溝などから夥しい量の青銅器生産

関連遺物が出土している｡

要 約

須玖岡本遺跡は､ 福岡平野南部に位置し､ 春日丘陵の北端に立地する｡ 奴国の中心地であったと
される須玖遺跡群の中核的な遺跡で､ 坂本地区は当遺跡の北西部を占める｡
平成２年度の調査で､ 弥生時代後期を中心とする遺構から多量の青銅器生産関連遺物が出土した
ことによって青銅器工房跡と特定された｡ 坂本地区の調査はこれまで都合６次に及ぶ調査を実施し
ており､ 本書は１・２次調査の報告である｡
１・２次調査では､ 周囲に溝を配した掘立柱建物跡が連接するように検出され､ 小銅鏡鋳型や銅
戈鋳型､ 銅矛・銅鋤先・小銅鐸中型､ 坩堝／取瓶､ 銅滓など夥しい数量の青銅器生産関連遺物が出
土した｡
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