
第45図  筋違 B区発掘状況 2

上 遺構対地′ミの確認

調査作業

中 同作業完了状況

下 紡錘車出土状況
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第46図 筋違 B区発掘状況 3

筋違 1号竪穴式住居跡

床面での木材の炭化遺

物

筋違地区 4号住居跡の

遺物及び遺物の出土状

況

4号住居跡 と掘立柱建

物跡の重複関係
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第47図 筋違 B区発掘状況 4

筋違 B区の C・ D濤 を中心にみた、掘立柱建物跡 と土墳墓のようす

B地区における方形周濤内の調査状況
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第48図 筋違 B区発掘状況 5

筋違 Btt B濤 とB濤周辺にみられる掘立柱建物跡 と

土墳墓のようす
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第49図 筋違 B区発掘状況 6

筋違 Btt A・ BoC濤 を中心 とした掘立柱建物跡のようす

筋違 Btt B・ CoD濤 を中心にした掘立柱建物跡のようす
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第

右 紡錘車左 猪口 (伊万里 )

下段 A濤 出上の有蓋高郭

筋違 B区遺物出土状況 1
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第51図 筋違 B区周濤内出土遺物状況 2

周濤 C濤で検出された

須恵器

周濤Dで検出された高

麗碗

周濤 Dで検出された古

伊万里の堺
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第52図 筋違 B区遺物出土状況 3

土城墓内出土遺物

土鍍墓内出土遺物

土墳墓内出土遺物
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第53図 筋違 B区遺物出土状況 4

S B02遺構で検出され

た臼玉 (滑石製 )

S B02遺構で検出され

た有孔円盤 (鏡の代用 )

(滑石製 )

配石遺構
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第54図 筋違 B区埋葬遺構発掘状況 1

B土墳墓 の配石状況

B溝 とC濤の角 にみら

れた土埃墓 Cの検出状

ユ兄

楕円形の平底をなす土

llk

副葬品は検出されなか

つ た
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第55図 筋違 B区埋葬遺構発掘状況 2

火葬墓の検出状況

円形素掘の土墳墓

土師器の副葬された遺

物がみえる

同出土遺物

―- 55 -―



l

第56図 筋違 B区埋葬遺構発掘状況 3

木棺直葬による土墳墓

土師皿 と人骨

埋土層に残 るタガの痕

跡

床部に残された桶の板

ホオ
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第57図 筋違 B区埋葬遺構発掘状況 4

同様の遺物

方形周滞内からも出土

4号土墳墓にみられる

土器片の出土状況
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第58図 筋違 B区埋葬遺構発掘状況 5

土墳墓の検出状況 と、

石枕の出土状況

同上石枕の接写状況

B滞 とC濤の隅に検出

された 3つ の配石遺構
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第60図  筋違 B区、旗立 B区の完掘状況

筋違 B区の完掘状況

旗立 C地区より旗立B・ A区 を写す
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第61図 星ノ岡旗立地区発掘状況 1

星ノ岡遺跡旗立地区

星ノ岡遺跡旗立A区の全景
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第62図 星ノ岡旗立地区発掘状況 2

旗立AttS B03遺構 より出上の須恵器

旗立 A区の S B02の遺物出土状況

―- 62 -―



第63図 星ノ岡旗立地区発掘状況 3

中央部にみられるベル トを残す所が、炉跡である。(S B01)

旗立 B区検出の 4号竪穴式住居跡
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第64図  星ノ岡旗立地区発掘状況 4

旗立 B ttS B03遺構 とSDl(濤 )遺構

S B03遺構の中央に段があり、床面は 2段構成 となっている。

S B05遺構全景である。

炉跡で、周辺部の小 ピッ

区分されていたようだ。

中央部のピッ ト(セ クションを残す )は

卜はそれぞれに日常生活上の使途別に
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第65図 星ノ岡旗立 Btt S B05の 遺構 1

ピット内で検出された祗石

上層部に木質の炭化遺物があり、底部付近では

植物遺体が検出された。
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第66図 星ノ岡旗立 Btt S B05の遺構 2

5号竪穴式住居跡にみる柱穴の状況。基底部に礎石がみえる。

5号竪穴式住居跡内での柱穴のようす。
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第67図 星ノ岡旗立 Btt S B05の遺構 3

旗立 B区検出の 5号竪穴式住居跡

5号竪穴式住居跡の柱穴の状況
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第68図 星ノ岡旗立 Btt S B05の遺物

S B05出上の祗石 と石包丁 、軽石。

×
×
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第69図 星ノ岡旗立 C区発掘状況 1

平板測量器の位置するところが旗立 C区である。

発掘状況にある位置が旗立 B区 である。

旗立 C区 1号竪穴式住居跡で検出された高琢の雰部
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第70図 星ノ岡旗立 C区発掘状況 2

S B01遺構における遺物出土状況

施20の 上師器の下部は焼土であり、粘土塊からみて

カマ ド付近であろう。
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第71図 星ノ岡旗立 C区発掘状況 3

旗立 CttS B01遺構

の出土遺物

甕形土器

S B01出 上の須恵器 と

石器

手前 S B03遺構、後方はS B02遺構
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第72図 星ノ岡旗立 C区発掘状況 4

旗立 CttS B03遺構 より南面に流れる濤遺構

同上遺構の完掘状況

―- 72 -―



第73図 発掘現場の公開状況

発掘現場 における見学会風景
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第74図 星ノ岡遺跡発掘状況

旗立 CttS B06遺構の検出状況

北下地区全景

東方北久米遺跡より星ノ岡遺跡北下地区を望む。 手前、北下 B区

向こうに北下A区
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第75図  星ノ岡北下 A区発掘状況 1

星ノ岡遺跡北下A地区

1号竪穴式住居跡

同住居跡内で検出され

た高郭の郭部

同住居跡での鉄鎌の出

土状況

慕が
驀、

F
｀
→監鮮 ,で

韓
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第76図 星ノ岡北下 A区発掘状況 2

北下A区 2号竪穴式住

居跡

3号竪穴式住居跡出土

の作業石

同作業石 と粘土塊の出

土状況
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第77図 星ノ岡北下 A区発掘状況 3

北下A tt B地 点における遺構の検出状況

S B04遺構 とSBl遺 構手前はS B03遺構

北下 B区発掘状況

北下 B区の発掘状況

4号竪穴式住居跡及び 粘土塊の出土状況
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第78図 星ノ岡北下A区発掘状況 4(土城状遺構 1)

北下A tt B地 ′点におけ

る特殊土墳

粘土塊の出土状況

同掘 り下 げ状況

完掘の状況
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第79図 星ノ岡北下 A区発掘状況 5(土渡状遺構 2)

第78図土墳状遺構の完

掘状況

SK2の 状況

同完掘状況
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第80図 星ノ岡北下 B区発掘状況 1

住居跡 と掘立柱建物跡

2号竪穴式住居跡

2号竪穴式住居跡での

出土遺物

作業石 と高郭形 と郭形

土器

作業石雁 2と 周辺に見

られる敷石の状況
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第81図 星ノ岡北下 B区発掘状況 2

1号住居跡 を北側面 よ

り望む

西壁面に集中した日常

什器類 とカマ ド址

下 同地点の遺物 をア

ップした状況
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第82図 星ノ岡北下 B区発掘状況 3

1号竪穴式住居跡 を東面より望む

壺形土器 と高不形土器の脚部

壺形土器 の出土状況

小型九底壺の出土状況
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第83図 星ノ岡北下 B区発掘状況 4
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第84図 星ノ岡北下 B区発掘状況 5

北下 B区 2号掘立柱建

物  3聞 × 4間 の出土

状況

同地区における柱穴の

遺存状況

2号竪完式住居跡 と 2

号掘立柱建物跡 との重

複関係
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第85図 星ノ岡北下 B区発掘状況 6

2号竪穴式住居跡の出

土遺物

上図の遺物採集後の甕

形土器の出土状況

周囲に二次焼成 をうけ

た粘二上塊があリカマ ド

と理解 している。

上図の遺物 と祗石の出

土関係
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第86図  星ノ岡北下 B区発掘状況 7

4号竪穴式住思 ピッ ト

同ピッ トより出土 した甑の把手

4号住居跡のピッ トでの出土状況

―- 86 -



第87図 星ノ岡北下 B区発掘状況 8(掘立維建物遺構 と竪穴)

S B03遺構南面 より

SB3建 物遺構の全景

3号竪穴式住居跡北面

より
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第88図 星ノ岡北下 B区発掘状況 9(掘立柱建物遺構 と竪穴)

柱穴の底部に検出され

た礎石

複合柱 とみられる柱穴

同様の柱穴群

―- 88 -―



¬

第89図 星ノ岡北下 B区発掘状況10

北下地区

竪穴式住居跡 2・ 3号 と掘立柱建物 2・ 3号がみられる。
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第90図  星ノ岡北下 B区発掘状況■

4号竪穴式住居跡出土

の遺物

同遺構の長頸壺

北下 B区の上媛墓 より

出上 した平瓶
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星ノ岡北下 B区発掘状況12

S B01と S B 02の完掘状況

北下 B区 を東方より見る。

南面に排水遺構がよく見える。

耕作土中にて検出の石包丁
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北 久 米 遺 跡



第92図 北久米遺跡 常堰 A区全景
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第93図 北久米常堰 B区全景

SB2遺 構

S B01遺構

SBl遺 構

B地区を東面 より写す。
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第94図 北久米常堰 B区全景

常堰 B地区を西方 より写す。

S B02及 びSB5掘 立柱建物遺構
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第95図 北久米常堰地区発掘状況

SBl遺 構の実測風景

土媛状遺構出上の上器

(SK4)

同上
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第96図 北久米常堰地区遺物出土状況

常堰 BttS B01遺構出

上の上器

慧許持
垂|||
隷ヽ|ぜ

Ⅲヽ
隠
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熊当拌§
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第97図 北久米常堰地区遺物出土状況 2

常堰 B区 1号竪穴式住

居跡にみられる遺物

1号の甕形土器

1号の高琢形土器

琢部 と脚部の分離 した

位置関係
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第98図 北久米常堰地区発掘状況

SB遺構全景

中央に残る十字は地層 を見るためのセクションベル トである。
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第99図  常堰地区遺物出土状況 1

S B02の 完掘状況

S B02の遺物出土状況
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第100図  常堰地区遺物出土状況 2

S B02遺構全景

S B02遺構出上の上器

土墳状遺構 と遺物出土

状況
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第101図  北久米常堰 B区発掘状況

S B02北方にて検出さ

れたSK遺構

SKに おける須恵器の

出土状況

同遺構における土師器

《

韓|∈爛|

ヽ |―
| |工|ミ
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