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１　北壁土層堆積状況（南から） ２　西壁土層堆積状況（東から）

３　ＳＡ１遺物出土状況（北西から）

5　ＳＡ１小型丸底壺出土状況（南から） ６　ＳＡ１遺物出土状況出土（東から）

７　ＳＡ１遺物出土状況（東から）

４　ＳＡ１床面遺物出土状況（北西から）

８　ＳＡ１完掘状況（北西から）

1次調査区土層堆積状況・1号竪穴建物跡（ＳＡ１）



図
版
５

２　ＳＥ１完掘状況（北から）１　ＳＥ１検出状況（北から）

４　ＳＥ１断面Ｂ土層堆積状況（南から）

３　ＳＥ１断面Ａ土層堆積状況（北から）

１号溝状遺構（ＳＥ１）（１）

５　ＳＥ１断面Ｃ土層堆積状況（南から）

６　ＳＥ１断面Ｄ土層堆積状況（南から）
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１　ＳＥ１断面Ｅ土層堆積状況（北から） ２　	ＳＥ１断面Ｄ−Ｅ土層堆積状況　セクションベル
ト断ち割り状況（断面Ｆ）（西から）

５　ＳＥ１断面Ｇ土層堆積状況（南から） ６　ＳＥ１断面Ｈ土層堆積状況（北から）

３　	ＳＥ１断面ＤーＥセクションベルト完掘状況・段
差検出状況（南東から）

４　	ＳＥ１断面ＤーＥセクションベルト完掘状況・段
差検出状況（北東から）

１号溝状遺構（ＳＥ１）（２）・1号土坑（ＳＣ１）
７　ＳＣ１北壁トレンチ内検出状況（南西から） ８　ＳＣ１土層堆積状況・完掘状況（南西から）
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２次調査Ｂ区より大淀川を望む・月野原台地東端（西から）
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２次調査Ｂ区



３　西区北壁土層堆積状況（南西から）

６　東区南壁中央土層堆積状況（北から）

５　東区南壁西側土層堆積状況（北から）

７　東区南壁東側土層堆積状況（北から）

４　東区南壁・西に向かって下る御池ボラ層（東から）

１　２次調査Ｂ区調査前状況 ２　	２次調査Ｂ区北に所在するかつて『せんかんやま
（千棺山か）』と呼ばれた場所（現乙房こども園）

２次調査Ｂ区調査前状況・土層堆積状況
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１　ＳＥ３文明ボラ検出状況（南から）

４　ＳＥ３断面Ｂ土層堆積状況（南から）

５　ＳＥ３断面Ｃ土層堆積状況（南から） ６　ＳＥ３断面Ｄ土層堆積状況（北西から）

３　ＳＥ３断面Ａ土層堆積状況（南から）

３号溝状遺構（ＳＥ３）（１）

２　ＳＥ３完掘状況（南から）
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１　ＳＥ３遺物集中区出土状況（南西から）

２　ＳＥ３遺物出土状況（北から）

３号溝状遺構（ＳＥ３）（２）
３　ＳＥ３遺物出土状況（手前青磁）（南から）
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５　	ＳＥ４・ＳＥ５完掘状況（北から）（右ＳＥ４・
左ＳＥ５）

６　ＳＥ４土層堆積状況（南から）

７　ＳＥ５土層堆積状況（南から）

１　ＳＣ２白色粘土塊検出状況（北から） ２　ＳＣ２白色粘土塊検出状況近景（北西から）

３　ＳＣ２白色粘土塊・軽石出土状況（南東から） ４　ＳＣ２完掘状況（北東から）

２号土坑（ＳＣ２）・４号溝状遺構（ＳＥ４）・５号溝状遺構（ＳＥ５）



３　ＳＥ６土層堆積状況（東から）１　ＳＥ６検出状況（西から）

２　ＳＥ６完掘状況（東から）
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６　東区東壁土層堆積状況（畠畝：黒色土上の文明ボ
ラ混じりの埋土）（西から）

５　畠畝検出状況（北東から）

４　畠畝完掘状況（北から）

６号溝状遺構（ＳＥ６）・畠畝
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北から２次調査Ａ区を望む（写真左の道路は県道 45 号御池都城線、奥は都城市街）
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２次調査Ａ区
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１　北東壁土層堆積状況（南西から）

３　ＳＥ２完掘状況（北から）

６　ＳＥ２断面Ｃ土層堆積状況（南から）

４　ＳＥ２断面Ａ土層堆積状況（北から）

５　ＳＥ２断面Ｂ土層堆積状況（南から）

２次調査Ａ区土層堆積状況・２号溝状遺構（ＳＥ２）

２　ＳＥ２完掘状況（南から）
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１　１次調査区下層確認トレンチ（南から） ２　２次調査Ａ区下層確認トレンチ（北から）

３　２次調査Ｂ区東区下層確認トレンチ（西から） ４　２次調査Ｂ区西区下層確認トレンチ（北から）

下層確認トレンチ御池ボラ下の土層堆積状況
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１号竪穴建物跡（ＳＡ１）出土遺物

４底部内面に「竹管
状工具による刺突（未
貫通）」
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1 号溝状遺構（ＳＥ１）・1号土坑（ＳＣ１）・３号溝状遺構（ＳＥ３）（１）出土遺物

８
９ 参

ＳＣ１出土遺物ＳＥ１出土遺物（７〜９）
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ＳＥ３遺物集中区（10 〜 32）

７

13 敲打痕
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３号溝状遺構（ＳＥ３）出土遺物（２）
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ＳＥ３遺物集中区（16~32）
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3 号溝状遺構（ＳＥ３）出土遺物（３）
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40 線状痕
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３号溝状遺構（ＳＥ３）（４）・２号土坑（ＳＣ２）及び周辺・４号溝状遺構（ＳＥ４）・
５号溝状遺構（ＳＥ５）・２次調査Ａ区包含層出土遺物
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65
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小松尾遺跡 1次調査区

散布地

集落跡　　
　　
　　

古墳時代 竪穴建物跡 1軒 土師器 古墳時代前期竪
穴建物及び土師
器が出土中世〜

近世 土坑 1基・溝状遺構 1条 陶磁器・石製品

小松尾遺跡２次調査 A区 中世 溝状遺構 1条 石器・石製品・金属製品
東往還に平行に
延びる溝状遺構
を検出

小松尾遺跡 2次調査 B区 中世〜
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鉄滓

中世溝状遺構の
文明ボラ下の埋
土中より青磁・
砥石・鉄滓が出
土

要約

　小松尾遺跡は都城市乙房町に所在する。
　１次調査では古墳時代竪穴建物跡 1軒、近世土坑 1基、中世溝状遺構 1条を検出し、古墳
時代土師器、陶磁器、石製品等が出土した。特に竪穴建物跡からは、　古墳時代前期の小型丸
底壺が完形で出土した。
　２次調査 A区では、中世溝状遺構 1条を検出し、陶磁器、石製品、金属製品、鉄滓等が出
土した。
　２次調査 B区では、中世溝状遺構 1条、白色粘土塊を埋土に含む近世土坑 1基、近世から
近代にかけての溝状遺構 2条、近世畝状遺構 1基、時期不明溝状遺構 1条を検出し、青磁、
中世須恵器、近世から近代にかけての陶磁器、石製品、金属製品、鉄滓等が出土した。特に
3号溝状遺構では、埋土中の文明ボラ下から鍛冶関連の砥石等の石製品・鉄滓がまとまって
出土した。
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