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発行にあたって

このたび平成16年度に実施しました、国見中部地区圃場整備事業に伴う龍王遺跡の緊急発掘調査の
とわ いいひ

報告書を発行することになりました。当市は平成17年10月11日(10に11日）に 7町（国見町・瑞穂町・

吾妻町 ・愛野町・ 千々石町 ・小浜町・南串山町）が合併して誕生しました。「豊かな大地・輝く海と

ふれあう人々で築くたくましい郷土」の実現に向けて地域の発展を目指しています。

龍王遺跡の所在する雲仙市国見町は、島原半島の北端に位置し、これまでにも多くの遺跡が発見さ

れています。昨年、一昨年と国見中部地区県営圃場整備事業に伴う発掘調査の報告（概報）を行って

まいりました。旧石器時代の人類の生活跡や新たに発見された前方後円墳など、長い間脈々と営まれ

た農耕地の下に埋蔵されていた古代人の息吹が、発掘調査によって目を覚ましたことになります。昨
あいら

年の報告では、鹿児島の火山から噴出された「始良Tn火山灰」が厚く堆積した状況も見られ、今も

昔も噴火災害に立ち向かう人々の姿がしのばれます。遺跡南側にそびえる雲仙普賢岳は現在目立った

活動を見せておりませんが、頂上付近には平成新山と名付けられた溶岩ドームが噴火災害の生々しさ

を今に伝えています。北側に目を移せば、眼下は有明海が広がり、佐賀県・福岡県・熊本県までも一

望することができます。

今報告では主に、龍王遺跡で発見された弥生時代～古墳時代にかけての住居跡群と縄文時代の遺

物・遺構を報告します。特に龍王遣跡で発見された古墳時代初頭の士器群は県内でも未だ発見数の少

ない「二重口縁壺」を多く含むもので、当時の他地域との交流関係を言及する上で欠かせない資料と

なるでしょう。また、同時に発見された「豪族居館」と考えられる方形環溝は県内では初例であり、

これまた当時の地域の歴史を解明する上で鍵となる資料になることは間違いありません。その他、ま

だまだ多くの遺構・遺物が発見されておりますが、その全てを報告するにはまだまだ時間が足りませ

ん。今後も出土資料の整理を進め貴重な文化遺産の保護に努めてまいりたいと考えております。

雲仙市の緑豊かな農業地帯も、近年の農業基盤整備に伴い大きく変貌しております。このような情

勢の中で、祖先の貴重な文化遺産を保護し、これを後世に伝えることは、私たちに課せられた重要な

責務であります。本市では、このような事態に対処するため、遺跡発掘調査を行い保存・保護に努め

てまいりました。調査の成果を公開する一つの手立てとして報告書を作成いたしましたが、遺跡の宝

庫といわれる本市にとりまして今報告は、貴重な歴史と文化を理解するうえで大きな役割を果たすも

のと期待しております。

最後になりましたが、今回の調査に当たり、地元地権者の皆様、工事関係者の皆様、大学・博物館

関係の諸先生方ならびに長崎県学芸文化課の皆様のご指導に衷心より感謝申し上げ、発行のことばと

いたします。

平成20年3月31日

長崎県雲仙市教育委員会

教育長 鈴山勝利



例 口

1 本報告は平成16年度 (2004年~2005年）に実施した国見中部地区県営圃場整備事業に伴う長崎県

南高来郡国見町（現長崎県雲仙市国見町）に所在する龍王遺跡の緊急発掘調査の報告である。

2 調査は国見町教育委員会（現雲仙市教育委員会）が担当した。

発掘調査は下記の期間実施した。

2004年8月3日~2005年3月13日 龍王遺跡5区 ・12区~31区 ・拡張区・倉地川地区

3 調査体制は次のとおりである。

4 

調在主体国見町教育委員会教 ギ巨l 長 原 宮之

教 育次長 吉田正昭

社会教育係長 柴崎孝光

調査担当 社会教育係 辻田直人

文化財調査員 竹中 哲朗（現長崎県諌早市役所）

文化財調査員 松崎 由紀子（試掘調査）

現体制雲仙市教育委員会教 云目 長 鈴山勝利

教 育次長 辻 政実

生涯学習課長 和田 実

文化財班班長 柴崎孝光

主 査 江崎亮太

主 査 辻田直人

文化財調査員 山 下 美 郷 ・ 小 野 綾 夏 ・ 益 田 豊 明

現地での遣構・遺物の実測は東 文子・林 繁美・ 寺中典子 ・徳永美也子・深水聡子・福田次

郎・竹田将仁・竹中・辻田が行い、遺物の接合・復元は柳原亜矢子が、遺物の実測は早稲田一美・

柳原亜矢子・林田 崇・辻田 ・小野が、 トレースは早稲田一美が行った。また、図版の編集・作

成は早稲田一美・柳原亜矢子・林田 崇・辻田・小野が行い、写真は現地調査を竹中・辻田が、

遺物写真は早稲田一美・柳原亜矢子・辻田・小野が行った。

裏表紙及びAbstractの英訳については、生涯学習課 吉田奈央による。

5 遺構・遺物実測の一部は（樹埋蔵文化財サポートシステムに委託した。

6 年代測定業務は（椋古環境研究所に委託した。

7 空中写真撮影槃務は（梱九州文化財研究所に委託した。

8 本遺跡の遺物及び写真・図面等は雲仙市国見神代小路歴史文化公園歴史民俗資料館で保管してい

る。

9 本書で用いた方位はすべて真北であり、国上座標は世界測地系による。

10 現地調査および本書の刊行にあたって多くの方々からご助言いただいた、記して謝意を表します。

柳沢一男（宮崎大学教授）、蒲原宏行（佐賀県立博物館・美術館）、田中裕介（大分県教育委員会）、

久住猛雄（福岡市教育委員会）、吉田和彦（大分県杵築市教育委員会）、早田 勉（（梱古環境研究

所）、宮崎貴夫（長崎県教育委員会）、古門雅高（長崎県教育委員会）、渡邊康行（（梱埋蔵文化財

サポートシステム）、本田秀樹（長崎北高等学校）、山口勝也（（梱埋蔵文化財サポートシステム）、

宇士靖之（長崎県島原市役所）、長崎県教育委員会、 (t網野田建設、（桐星野建設、（籾有明建設、（有）

織田建設（順不同）

11 本書の執筆・編集は辻田直人・小野綾夏が分担し、各章及び各節文末に執箪者名を記した。

12 本書の編集は辻田・小野による。
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