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序

先人の築いた文化遺産は､その地方の歴史を解明するうえで貴重なものです｡

遺跡など､鞄中に埋蔵されている文化遺産は埋蔵文化財と総称されます｡

近年､各種開発による土木工事等に伴い､埋蔵文化財の発掘調査が増加して

います｡

この度､遺跡の分布状況､内容等を把握し､遺跡台帳を整え､開発事業と埋

蔵文化財保護との調整を図るため､市内詳細分布調査を4年次計画で実施する

こととしました｡

平成3年度は4年次計画の3年目にあたり､久慈･大川目町地区を主な対象

として調査を実施しました｡

本書はその成果をまとめたものであり､今後､埋蔵文化財保護を進めるうえ

での一助となれば幸いです｡

平成4年3月

久慈市教育委員会

教育長　長　内　俊　雄



竜引

1本書は､平成3年文化財保護事業として国庫及び県費補助を受けて久慈市教育委員会が　実施した遺跡詳

細分布調査の報告書である｡

2　調査は久慈市教育委員会が主体となり実施した｡

3　調査体制は次のとおりである｡
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屋外作業員　神　田　喜美栄　西　川　ヨ　シ

屋内作業員　神　田　喜美栄　西　川　ヨ　シ

4　土層の色調観察は『新版標準土色帖』 (小川正忠､竹原秀雄1976)によった｡

5　石質鑑定は新田康夫氏に依頼した｡

6　調査にあたり､高谷泰道氏､藤森敬三氏､小倉貫-氏より助言を得た｡また､藤森重菩氏､工藤常夫氏､

山田茂氏より資料の借用について協力を得た､記して感謝したい｡

7　本書の編集､原稿執筆､図版作成､写真撮影等は千葉が担当した0

8　調査に関する資料は久慈市教育委員会が一括して保管してある｡
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第Ⅰ章　分布調査の概要

岩手県久慈市は北上山地北東部に位置するo経緯度は､東経141度38分～ 141度52分､北緯40度00分～40度

17分である｡広さは､東西21kn､南北33kn,面積は325,66k踊あるo九戸郡種市町･大野村･山形村･野田村

及び下閉伊郡岩泉町に接し､東は太平洋に面するo久慈湾に注ぐ久慈川､長内川､夏井川流域､野田湾に注ぐ

宇部川流域に主な集落が形成され､市域の約82%が山林原野で､気候は夏は涼しく､冬は温暖である0人口は

約4万人である｡

久慈市内においては､現在約200箇所の遺跡が確認されているo主に､畑地などに利用されている箇所にお

いて遺跡の所在が確認されているが､山林地が大半を占めているため､未確認の遺跡が多く存在するものと予

想される｡

近年､当市においても各種開発が急増しており､それらに伴う発掘調査件数も増加しているoこれらの各種

開発と埋蔵文化財保護との調整に資するため､遺跡台帳を整備し､遺跡の保護を図ることを目的とし､当市教

育委員会では､平成元年度から国庫補助及び県費補助を導入し遺跡詳細分布調査を実施しているo

平成元年度は､侍浜町本渡･麦生地区､夏井町半崎･田中･閉伊口･芋津目･鼻館･大崎地区､源道･旭町

地区を､平成2年度は､長内町地区､柏崎地区及び小久慈地区を対象地として､分布調査を実施したo

平成3年度は､門前･天神堂･寺里･沢里･畑田･枝成沢･川貫･大川目町地区を対象に分布調査を実施し

た｡ (第1図)

今年度の分布調査の結果､対象地において､周知の遺跡24箇所に加え､新たに12箇所の遺跡が発見されたo

なお､これまで埋蔵文化財包蔵地として知られていたにもかかわらず､遺跡台帳に未登録であった遺跡につい

ては､新発見として取り扱うこととした｡山林地については遺跡の所在確認が不可能な箇所もあったため､対

象地区内における遺跡数はさらに増加するものと思われる｡

今回の対象地区内には､寺里Ⅰ遺跡､久慈城跡の久慈市指定史跡が所在しているo寺里Ⅰ遺跡については昭

和41年及び42年に岩手県立久慈高等学校郷土史研究部によって発掘調査がなされ､古代の竪穴住居跡4棟が検

出されている｡また､久慈城跡は､これまで発掘調査がなされておらず､その内容が不明な点が多かったが､

今回の試掘調査によって柱穴跡が検出され遺構の存在が確認されたo

調査の結果は､遺跡詳細分布調査カードに記載し､市教育委員会で保管しているo

なお､久慈市は昭和29年11月3日に久慈町､長内町､大川目村､山根村､夏井村､侍浜札宇部村の2町5

村が合併して､市制施行がなされ現在に至っているo遺跡分布図を作成する際に各地区の区分を次ぎのとおり

として取り扱ったので表としてあらわしておく｡

- 1 -



第1図　分布調査対象範囲図
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大区分 傅ﾈｾiZ｢�

久慈地区 ��ﾈｭ��ﾈ,ﾉ�(ﾗ)*ﾉJｩ?ｩ*ﾈ�Jｩ?ｩ*ﾉ?��Jｩ?ｩ*ﾂ�

中町新町巽町柏崎本町川崎町 

駅前表町中の橋田屋新井田湊町 

源道旭町京の森門前新中の橋天神堂 

栄町寺里畑田沢里枝成沢津内口 

碁石広野中崎 

小久慈町地区 侘8�)+h����ﾘy68ﾘ)|y58�)g�>��

日吉町白山川代和野岸里岩瀬張 

上日当中里下日当大沢田秋葉柏木 

幸町 

長内町地区 ��i'ｩ*ﾉ68ﾘ(�9+y>��i+y>�ﾔﾉOﾉ*ﾉ(i+y>��

下長内元木沢平沢玉の脇二子大尻 

大川目町地区 ��h�*ﾉ(x揵ч�i)ｩ�y��蕀?ｩ*ﾈﾛｸ���

森山口外里田子内中田新町 

田中神威長久保板森水無荒津前 

馬内板井滝 

夏井町地区 ��ﾉ�9�X��(hﾞ穎X,ﾉ�)W依H､�餮��

沢山切屋田国坂小田生平葡萄峰 

夏井蕪田黒沼早坂野中大崎 

田沢駅前大湊鼻館住吉閉伊口 

半崎板橋田中宇津目鳥谷国丹 

菱倉 

侍浜町地区 乂�[���維ｹ�)+xﾞ畏(徂ﾄｹJ��

外屋敷本町向町北野保土沢横沼 

自前本渡麦生 

宇部町地区 傅ﾉ���Y6�+xﾞ)F隸��YJ��ｨ,ﾉ�"�

和野北の越日向町田子沢地京沢 

中田山屋敷川原屋敷谷地中山田大沢 

久喜三崎小袖小袖沢館石 

山根町地区 �ｨﾌｸﾛﾘ岔nﾉF阯ｩ(hﾌｸﾛﾙ�HｭIzx�8ﾌｸﾛﾒ�

玉沢端神栃沢円館大久保清水川 

徳部細野野頭細工藤塚宗村井 

千足葛形浅小沢木売内橋場保礼羅 

高根竹倉部遠川根の木草木小田瀬 

川又馬渡虫豆横倉相沢長坂 

戸鎖沢深田岩脇大石 
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第Ⅱ章　調　査　結　果

門前Ⅰ遺跡

門前Ⅱ遺跡

門前Ⅲ遺跡

天神堂遺跡

天神堂Ⅱ遺

跡

一　4　-

1　踏査結果

(1)門前･天神堂地区

門前･天神堂地区は､久慈川と夏井川に挟まれ東側に延びる丘陵の南側斜面に相当する｡丘

陵は久慈川と夏井川の支流によって開析されているが､部分的に海岸段丘が残っており､その

海岸段丘面に遺跡が立地する｡主に丘陵裾部の低位段丘面に遺跡は立地するが､丘陵頂部にお

いても遺物の散布が認められる｡しかしながら丘陵頂部は､開折の進行が著しく､遺物の散布

は認められるものの､遺跡としての規模は大きくないものと推定される｡

門前Ⅰ遺跡は､北から南に下る標高約25mの緩斜面に立地する｡現況は畑地及び宅地である｡

縄文土器､土師器が表採される｡

門前Ⅱ遺跡は､北側を沢が南東方向に流れており､南東方向に延びる小丘陵の北斜面に遺跡

が立地する｡標高は約60mである｡現況は山林であるが､部分的に土取りされており､縄文土

器が表採される｡

門前Ⅲ遺跡は､久慈川と夏井川に挟まれた丘陵頂部に立地する｡標高は約130mである｡平

坦面は少なく遺跡の規模も小さいものと推定される｡縄文土器が表採される｡

天神堂遺跡は､北から南に下る標高約20-50mの緩斜面に立地する｡沢が遺跡内を南流して

おり､主に沢の東側が遺跡の主体と推定される｡現況は畑地及び宅地等である｡縄文土器､土

師器が表採される｡

天神堂Ⅱ遺跡は､久慈川と夏井川に挟まれた丘陵頂部に立地する｡標高は約190mである｡

開折が進行しているものの､緩やかな地形が認められる｡遺跡の規模は小さいものと推定され

る｡現況は山林等で､縄文土器､土師器が表採される｡
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 冢Y��H�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLSH�ｲ�

2 ���縄文土器深鉢 繁k9��� ��c)�ﾙLS"�

3 ���縄文土器深鉢 繁k9��� ��c)�ﾙLS2�

4 ���ﾂ�縄文土器深鉢 �)k9��� ��c)�ﾙLS��

5 ��ﾈ�ﾂ�土師器杯 丶�ｨ6�6jI>�lｨ艀,�7�4ｸ4ﾂ�内黒処理 ��c)�ﾙLSb�

6 ���土師器襲 丶�ｨﾟﾉm�mｪI>�lｨ-h8�6�6b� ��c)�ﾙLSR�

7 ���土師器嚢 冦駅Hﾚﾒ� ��c)�ﾙLSr�

8 冢Y��X�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS��

9 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS���

10 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS��

ll 冢Y��h�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c)�ﾙLS���

12 ���縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c)�ﾙLS�"�

13 �5i��;��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS�2�

14 ���土師器嚢 丶�ｨ7�4ｸ4ﾊI>�lｨ6�6b� ��c)�ﾙLS�B�

15 �5i��;�uX�)�R�土師器聾 丶�ｨ6�6jI>�lｨ6�6b� ��c)�ﾙLS�R�

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 姪ﾒ�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

16 冢Y��H�)�R�石蕗 �ｨｮ駝8ﾇ2�2.4 ��絣�0.4 茶��2��硬質頁岩 ��c)�ﾙLS�b� 

17 冢Y��H�)�R�二次加工が認められる剥片 偬9+yHﾙ]��5.3 �"�"�0.8 澱�2�硬質頁岩 ��c)�ﾙLS�r� 

18 �5i��;��)�R�ピエス.エスキーユ ��3.5 釘���1.6 �#R�2�硬質頁岩 ��c)�ﾙLS��� 

第3図　門前･天神萱地区表物
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第1図版　門前･天神堂地区航空写真



門前Ⅰ遺跡

門前Ⅲ遺跡

門前Ⅱ遺跡

天神堂遺跡

門前Ⅰ遺跡

門前Ⅰ遺跡(北より)

門前Ⅲ遺跡(南西より)

-　8　-

天神堂Ⅱ遺跡

天神堂遺跡

門前Ⅱ遺跡(北西より)

天神堂Ⅱ遺跡(西より)

第2図版　門前･天神堂地区表採遺物･遺跡
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(2)寺里･沢里･畑田地区

寺里･沢里･畑田地区は､天神堂地区の西側に相当するo門前･天神堂地区と同様に久慈川

の左岸の丘陵に遺跡が立地するが､丘陵裾部に集中しており､遺物の散布密度も濃いo

寺里Ⅰ遺跡は商流する2本の沢に挟まれ､南側に張り出した標高約40mの丘陵状の地形に立

地する｡現況は山林､畑地及び墓地である｡純文土器､土師器が表採される0本遺跡は､岩手

県立久慈高等学校郷土史研究会によって過去に発掘調査が実施されているo昭和41年4月から

5月にかけての現地踏査により竪穴住居跡と思われる凹地の存在が確認されたo同年7月末に

第1回の発掘調査が実施され､平安時代の竪穴住居跡1棟(寺里1号竪穴住居跡)が検出され

ている｡その成果をもとに翌年の昭和42年7月28日から8月3日､ 8月17日から8月18日に第

2回の発掘調査が実施されている｡第2回目の発掘調査は市教育委員会の指導のもとに実施さ

れており､竪穴住居跡3棟が検出されている｡奈良時代の竪穴住居跡2棟(寺里第3 ･ 4号竪

穴住居跡)平安時代の竪穴住居跡1棟(寺里第2号竪穴住居跡)が検出されている0本遺跡は､

約20,000m2の規模で､約39棟q)竪穴住居跡の存在が推測されている(註1) oなお､本遺跡は

寺里Ⅰ遺跡

昭和48年10月8日に久慈市の史跡に指定されている｡

寺里Ⅱ遺跡は北から南に下る標高約15mの緩斜面に立地するo遺跡の南側は開田され､現水　寺里Ⅱ遺跡

田面より一段高い畑地において遺物が表採される｡

沢里遺跡は､南流する2本の沢に挟まれ､南に張り出した標高約50-90mの丘陵上に立地す　沢里遺跡

る｡現況は山林である｡縄文土器が表採される｡

沢里Ⅱ ･ Ⅲ遺跡は､いずれも沢によって開析され､南に張り出した標高約40-60mの丘陵上　沢里Ⅱ ･ Ⅲ

に立地する｡沢里Ⅱ遺跡は現況は山林であるが､丘陵南端部において地山が露出しており､遺　遺跡

物が散布している｡遺物は北側の山林部分から流出したものと思われるo沢里Ⅲ遺跡も現況は

山林で､丘陵南側が大きく削土され崖状になっているが､崖上部の黒色土層に縄文土器､土師

器が包含されている｡

畑田遺跡､畑田Ⅱ～Ⅴ遺跡は､沢里遺跡西方に位置するo南に張り出した丘陵が連続してお　畑田Ⅱ～Ⅴ

り､その丘陵裾部､標高約20-50mの北から南に下る低位段丘面に遺跡が立地するo縄文土器､　遺跡

土師器等が表採される｡

註1 『郷土史研究発表(1967年文化祭) 』岩手県立久慈高等学校　郷土史研究会　昭和42年

ー　9　-
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し､/湧孝子二芸才

一　　一

0　　　　1 :20'000 1000m

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 倬ｹz(uH�)�R�JF29.1179 偖yx��R�弥生土器､土師器､須恵器､古代竪穴住居跡 倬ｹz)�c#�&險B�昭和41.42年発掘調査実施､市指定史跡 

2 倬ｹz(uX�)�R�JF29.1295 偖yx��R�縄文土器(前.後期)土師器､須恵器 倬ｹz)�c39&險B� 

3 ��)z(�)�R�JF29.1191 偖yx��R�縄文土器(後期)､弥生土器 ��)z)�c#)&險B� 

4 ��)z(uX�)�R�J,F29.1184 伜YWｩ&��縄文土器(早?.後期)､土師器 ��)z)�c#9&險B�新規 

5 ��)z(uh�)�R�JF29.1186 伜YWｩ&��弥生土器､土師器 ��)z)�c#9&險B�新規 

6 價�68�)�R�JF29.1097 伜YWｩ&��縄文土器､土師器 價�69�c#�&險I�ﾂ� 

7 價�68uX�)�R�JF29.2034 偖yx��R�縄文土器(後期)､土師器(奈良.平安) 價�69�c#�&險C3bﾓ�� 

8 價�68uh�)�R�JF29.2025 偖yx��R�縄文土器(前.後期)､土師器 價�69�c#�&險C3bﾓ��ﾂ� 

9 價�68ux�)�R�JF29.2016 偖yx��R�縄文土器､土師器(奈良) 價�69�c#�&險C�9�ﾂ� 

10 價�68u�)�R�JF29.1087 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 價�69�c#�&險B�新規 

第4図　寺里･沢里･畑田地区遺跡分布図
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第3図版　沢里･畑田地区航空写真
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嘉蓋崇

等量

I

1<

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 仍ﾙ���ﾙLR�

1 倬ｹz(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cI�ﾙLS"�

2 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��cI�ﾙLS��

3 ���縄文土器深鉢 僞�.郁R� ��cI�ﾙLS2�

4 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��cI�ﾙLS���

5 ���縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���� ��cI�ﾙLS��

6 ���縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���� ��cI�ﾙLS��

7 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��cI�ﾙLS�"�

8 ���縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��cI�ﾙLS���

9 ���土師器杯 �-h8�7�4ｸ4ﾂ� ��cI�ﾙLS�2�

10 ���土師器嚢 �>�､�-h8�6�6b� ��cI�ﾙLSb�

ll ���土師器聾 �-h8�6�6b� ��cI�ﾙLSr�

12 ���土師器賓 �6�6b� ��cI�ﾙLSB�

13 ���土師器賓 �� ��cI�ﾙLSR�

14 ���土師器賓 �>�､�6�6b� ��cI�ﾙLS�B�

15 ��)z(�)�R�縄文土器 冖9[b� ��cI�ﾙLS�R�

16 ��)z(uX�)�R�縄文土器深鉢 僞�.郁R� ��cI�ﾙLS#��

17 ���縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���� ��cI�ﾙLS�b�

18 ��ﾈ�ﾂ�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���� ��cI�ﾙLS�r�

19 ���縄文土器? ��ﾈ.云H+Xﾏｸ偐� ��cI�ﾙLS#"�

20 ���･縄文土器深鉢 版)%���� ��cI�ﾙLS���

21 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��cI�ﾙLS���

22 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��cI�ﾙLS#��

23 ���縄文土器深鉢 �.ｩYJIm駅Hﾚﾒ� ��cI�ﾙLS#B�

24 ��ﾈ�ﾂ�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cI�ﾙLS#2�

25 ��)z(uh�)�R�弥生土器深鉢 �$ﾉ%���� ��cY�ﾙLS��

26 ���土師器聾 �� ��cY�ﾙLS"�

27 ���土師器? �� ��cY�ﾙLS2�

第5図　寺里･沢里･畑田地区表採遺物(1)

- 12　-

一

'

p

.

.

.

‥

1

.

-

　

.

一

1

.

.

-

･

･

1

一

一

1

仰

l

け

沈

I

p

_

I

.

　

-

　

　

　

　

.

　

　

　

-

　

　

　

-

-

1

.

一

　

　

-

-

-

　

-

　

　

1

.

.

i

.

､

nN13
一
り
一
(
.
～

ゝ

-

ト

･

I

L
噂IyI

〓
=
　
2

作
叫
1
0

ハ
召
局
9

守門
局
8

山
口
局
7

門
吊
2
 
2

盛

1

.

⊥

1

 

2

日
日
日
月
-



毒避雷-',:･'

番号 28 29 �)�Ykﾈｮﾘ霻�J�68uX�)�Y7倡HｮﾙE��x�7倡HｮﾙGB�兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

外面へラミガキ､内面へラナデ ��第5図版7 

内外面へラミガキ �>�ﾙX�yﾒ�第5図版4 第5図版6 
30 31 32 33 34 35 ��ﾈ�ﾂ�土師器棄 丶�ｨ-h8�5�5�8ｪI>�lｨ-h8�6�6b� 

〟 畑田Ⅲ遺跡 �7倡Hｮﾘ�2�>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ��>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�ﾉ>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�ﾉ>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�ﾉ>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�内外面へラナデ ��第5図版5 

RL単節 ���査ｭﾂ�第5図版11 

〟 剪ｾ線文 ��第5図版8 

〟 剪ｾ線文 ��cY�ﾙLS��

〟 剪ｾ線､縄文 ��第5図版10 

36 37 ����+��ﾂ� ��cY�ﾙLS�"�

〟 勁､､り糸 ��第5図版16 1第5図版13 第5図版15 

38 ���土師器杯 ��内黒処理 内黒処理 

39 ���l土師器杯 i土師器璽 土師器聾 土師器婆 土師器蜜 縄文土器深鉢f 縄文土器深鉢, 縄文土器深鉢l 縄文土器深鉢l 縄文土器深鉢f 縄文土器深鉢l 縄文土器深鉢i 縄文土器深鉢1 縄文土器深鉢 縄文土器深鉢 縄文土器深鉢 �>�､�ｨ7�4ｸ4ﾂ�

40 ���丶�ｨ7�4ｨ4ﾊI>�lｨ6�6b� ��cY�ﾙLS�B�

41 ���J�68ux�)�R�丶�ｨﾟﾉm�mｪI>�lｨ6�6b� ��cY�ﾙLS�r�

42 剩ｩ>�､�ｨ-h8�7�4ｸ4ﾂ�ﾉ>�､�ｨ6�6b�内外面へラミガキ ��cY�ﾙLS���

43 ���J�68u�)�R�� ��cY�ﾙLS���

44 劔+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cY�ﾙLS#��

45 ����+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cY�ﾙLS#"�

46 ����+��ﾉ[jDﾉk9���+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLS#��

47 ���� ��cY�ﾙLS#2�

48 ����+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLS#R�

49 ����+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLS#B�

50 ���几)��� ��cY�ﾙLS#b�

51 ��ﾈ�ﾂ�繁k9��� ��cY�ﾙLS#��

52 ���版)%����ﾅ)%���� ��cY�ﾙLS#r�

53 ���� ��cY�ﾙLS#��

54 ���版)%���� ��cY�ﾙLS3��

第6図　寺里･沢里･畑田地区表採遺物(2)
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59

く>

0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 

長さ 兀ﾘﾏｨ+2�

55 倬ｹz(uH�)�R�石鍍 �ｨｮ駝8ﾇ2�(2.8) ��綯�0.4 茶"����硬質頁岩 ��cY�ﾙLS3�� 

56 ��)z(uX�)�R�石碁 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(2.4) ��紕�0.4 茶��"��硬質頁岩 ��cY�ﾙLS3"� 

57 價�68uX�)�R�スクレイパー ��1.9 �"紕�0.7 �"絣�硬質頁岩 ��cY�ﾙLS32� 

58 ���加工痕を有する剥片 ��6.4 釘���1.8 �3r���頁岩 ��cY�ﾙLS3B� 

59 價�68u�)�R�石鉄 兌ﾘｮ駝8ﾇ2�1.8 ���2�0.4 ��縒�硬質頁岩 ��cY�ﾙLS3R� 

第7図　寺里･沢里･畑田地区表採遺物(3)

寺里Ⅱ遺跡寺里Ⅰ遺跡

- 14　-

沢里Ⅱ遺跡

第4図版　寺里･沢里･畑田地区表採遺物(1)
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沢里Ⅲ遺跡

畑田Ⅱ遺跡

畑田Ⅲ遺跡

畑田Ⅳ遺跡

寺里遺跡　　　　　　沢里Ⅱ遺跡

沢里Ⅲ遺跡

畑田Ⅲ遺跡

畑田Ⅲ遺跡

畑田Ⅴ遺跡

畑田Ⅱ遺跡

第5図版　寺里･沢里･畑田地区表採遺物(2)

畑田Ⅴ遺跡
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寺里Ⅰ遺跡(南西より)

沢里遺跡(西より)

沢里Ⅲ遺跡(南より)

畑田Ⅲ遺跡(南より)
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寺里Ⅱ遺跡(南東より)

沢里Ⅱ遺跡(東より)

畑田Ⅱ遺跡(南西より)

畑田Ⅳ遺跡(南より)

畑田Ⅴ遺跡(北より)

第6図版　寺里･沢里･畑田地区遺跡



(3)枝成沢地区

枝成沢地区は､久慈川の支流である田沢川中流域に相当するが､田沢川の上流域の碁石､中

崎地区及び田沢川と夏井川に挟まれた丘陵の頂部に開けた広野地区も含め枝成沢地区として取

り扱う｡

枝成沢遺跡は､久慈川の支流である田沢川と切金川によって挟まれ南東に細長く延びる丘陵　枝成沢遺跡

のつけ板の裾部､南西から北東に下る標高約70mの緩斜面に立地する｡現況は畑地及び山林で

ある｡

枝成沢Ⅱ遺跡は､枝成沢遺跡の立地する丘陵の南東先端部に立地する｡標高は約50mである｡　枝成沢Ⅱ遺

現況は山林であるが､一部墓地利用されている｡縄文土器が表採される｡　　　　　　　　　　跡

広野地区は､久慈川と夏井川に挟まれた丘陵の頂部に相当する｡標高約200m前後の高位海

岸段丘面が残っており､平坦面が広範囲に認められる｡

広野遺跡は､平坦面の東側張り出し部に立地する｡標高は約190mである｡現況は畑地であ　　広野遺跡

る｡

広野Ⅱ遺跡は､平坦面の西側､標高約190mの北から南へ下る緩斜面に立地する､現況は畑　　広野Ⅱ遺跡

地である｡

広野Ⅲ遺跡は､平坦面の西側､標高約200mの南から北へ下る緩斜面に立地する｡現況は畑　広野Ⅲ遺跡

地である｡

広野Ⅳ遺跡は､平坦面の西側に立地し､標高約210mである｡現況は畑地である｡　　　　　広野Ⅳ遺跡

広野Ⅴ遺跡は､平坦面中央付近に立地する｡標高約210mである｡現況は畑地である｡遺跡　広野Ⅴ遺跡

付近に在住する山田茂氏が本遺跡から採集した遺物を所有していたため､その一部を借用し､

参考資料として使用した｡ (第9図6-25､第10図38-45､第11図46-48)

広野Ⅵ遺跡は､平坦面の北側に立地する｡標高約210mである｡現況は山林及び畑地である　　広野Ⅵ遺跡

が､北から南に下る緩斜面が畑地となっており､縄文土器の散布密度が濃い｡集落跡が存在す

る可能性が高いものと推定される｡

広野Ⅶ遺跡は､平坦面中央部に立地する｡標高約210mである｡現況は畑地及び果樹園であ　広野Ⅶ遺跡

る｡縄文土器が表採される｡

広野地区においては､縄文土器の散布が広く認められるが､土師器の散布も少量認められる｡

中崎地区は､久慈川と夏井川に挟まれた丘陵の頂部付近に相当する0

中崎遺跡は､標高約160mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地及び荒地で､縄　中崎遺跡

文時代の遺物が表採される｡

- 17　-
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 倡ﾙ�ﾉ�(uX�)�R�縄文土器 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS��

2 ���縄文土器? 冖9[b� ��c��ﾙLS2�

3 ���縄文土器? 冖9[b� ��c��ﾙLS"�

4 儘ﾉnﾈuh�)�R�縄文土器 版)%���� ��c��ﾙLSB�

5 ���縄文土器 版)%���� ��c��ﾙLSR�

6 儘ﾉnﾈu�)�R�縄文土器 ��ﾈ.云H+Xﾏｸ傅HﾋI�ﾈ�8ﾚﾒ� ��c��ﾙLSb�

7 ���縄文土器 �+��ﾊDﾅ)%���� ��c��ﾙLS��

8 ��ﾈ�ﾂ�縄文土器 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLS��

9 ���縄文土器 �+��ﾊDﾅ)%���� ��c��ﾙLS���

10 ���縄文土器 �+��ﾉ[b�繊維含 ��c��ﾙLSr�

ll ���縄文土器 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLS�b�

12 ���縄文土器 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLS�r�

13 ��ﾈ�ﾂ�縄文土器 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLS���

14 ���縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���� ��c��ﾙLS���

15 ���縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�.郁R� ��c��ﾙLS�2�

16 ���p縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�.郁R� ��c��ﾙLS�R�

17 ���縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�.郁R� ��c��ﾙLS�"�

18 ���縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�.郁R� ��c��ﾙLS�B�

19 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS#"�

20 ���縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS#2�

21 ���縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS#��

22 ���縄文土器 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLS���

23 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS#��

24 ���縄文土器深鉢 版)%����底部木葉痕 ��c��ﾙLS#B�

25 ���縄文土器 版)%���� ��c��ﾙLS#R�

第9図　枝成沢･広野･中崎地区表採遺物(1)
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0　　1:2　　　5cm

] ⊆遍=≡云喜:≡ヨ

肇等芸も､

雪＼

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ��ﾙLR�

26 儘ﾉnﾈu�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾅ)Z��ⅸ胸xﾙ[b�繊維含 ��c��ﾙLS#r�

27 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS3��

28 ���縄文土器 版)%����繊維含 ��c��ﾙLS3"�

29 ���縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS#��

30 ���縄文土器 版)%���� ��c��ﾙLS32�

31 ���縄文土器 版)%���� ��c��ﾙLS3��

32 ��ﾈ�ﾂ�縄文土器 版)%����繊維含 ��c��ﾙLS#��

33 ��ﾈ�ﾂ�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jHﾏｸ傚YI<ｸｴ�� ��c��ﾙLS3R�

34 ��ﾈ�ﾂ�縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b� ��c��ﾙLS3B�

35 儘ﾉnﾈuｨ�)�R�縄文土器 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS3r�

36 ���縄文土器 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS3��

37 ��ﾈ�ﾂ�縄文土器 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS3b�

計測値､重量の欄の()内の数値は欠損品の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 剩h�ﾖ2�ﾂ�%�絹r��文様 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

38 儘ﾉnﾈu�)�R�土版 �霹��6.1 澱���1.3 田B縒�沈線渦巻 ��c��ﾙLS#b�一部欠損 

計測値､重量の欄の()内の数値は欠損品の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

39 儘ﾉnﾈu�)�R�石童族 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�(4.3) ��綯�0.5 茶�縱���硬質頁岩 ��c��ﾙLSC�� 

40 ���石鉄 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(3.7) ��絣�0.3 茶��#B��硬質頁岩 ��c��ﾙLSC�� 

41 ���石鍍 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�3.6 ���"�0.5 ���#B�硬質頁岩 ��c��ﾙLS3��アスファルト付着 

42 ���石鋲 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(1.9) ��綯�0.35 茶�����硬質頁岩 ��c��ﾙLSC2� 

43 ���石鉄 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(1.9) ��纈�0.3 茶���R��硬質頁岩 ��c��ﾙLSC"� 

44 ���石鍍 兌ﾘｮ駝8ﾇ2�(2.6) ��綯�0.35 茶��#鋳�硬質頁岩 ��c��ﾙLSCR� 

45 ���石鋲 兌ﾘｮ駝8ﾇ2�(2.4) ��繧�0.3 茶��#鋳�硬質頁岩 ��c��ﾙLSCB� 

第10図　枝成沢･広野･中崎地区表採遺物(2)
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0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

46 儘ﾉnﾈu�)�R�石錬 �ｩ^i�霽2�(3.3) �"���0.5 茶��3R��頁岩 ��c��ﾙLSC�� 

47 ���石鋲 �ｨｮ騁ﾈﾇ2�(3.4) 茶"����0.5 茶�縒��硬質頁岩 ��c��ﾙLSCb� 

48 ���石鋲 �ｨｮ騁ﾈﾇ2�(2.5) ��繧�0.4 茶��2��硬質頁岩 ��c��ﾙLSCr� 

49 �(hﾞ�)�R�石鉄 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�(1.8) ��紕�0.2 茶�紕��硬質頁岩 ��c��ﾙLSC�� 

第11図　枚成沢･広野･中崎地区表採遺物(3)

広野Ⅲ遺跡

広野Ⅴ遺跡

4341　　42

広野Ⅴ遺跡

中崎遺跡

枝成沢Ⅱ遺跡

広野Ⅴ遺跡

広野Ⅵ遺跡

第8図版　枝成沢･広野･中崎地区表採遺物

広野Ⅶ遺跡
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枝成沢遺跡(北東より)

広野遺跡(西より)

広野Ⅲ遺跡(東より)

広野Ⅴ遺跡(西より)

広野Ⅶ遺跡(西より)

枝成沢Ⅱ遺跡(南西より)

広野Ⅱ遺跡(南西より)

広野Ⅳ遺跡(南より)

広野Ⅵ遺跡(東より)

中崎遺跡(東より)

第9図版　枝成沢･広野･中崎地区遺跡
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長久保遺跡

(4)大川目町長久保地区

長久保地区は､久慈川の支流である田子内川､田沢川及び夏井川の支流である沢山川の上流

域に相当する｡標高約260m前後の平坦面が広く形成されているが､周辺は急峻な地形を呈す

る｡

長久保遺跡は､広く形成された平坦面の南側､標高約270mの南から北に下る緩斜面に立地

する｡現況は果樹園､山林及び畑地である｡果樹園が大半を占めるが畑地部分において縄文時

代の遺物が表採される｡

0　　1:2　　　5cm

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 �+xｷi]ｸ�)�R�縄文土器 版)%���� ��c���ﾙLS��

2 ���縄文土器 儻9k�� ��c���ﾙLS"�

第12図　大川目町長久保地区表採遺物
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長久保遺跡(北西より)

第10図版　大川目町長久保地区表採遺物･遺跡
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久慈城跡

外里遺跡

外里山上遺

跡

-　26　-

(5)大川目町新町･外里･山口地区

久慈川と夏井川に挟まれ東に延びる丘陵の南側斜面裾部付近には､遺跡が連続して立地する

傾向が認められる｡本地区以東の斜面裾部の低位海岸段丘面は緩やかな地形を皇しており､南

斜面で日照条件も良好であること､久慈川の支流が多く流れ､水利についても好条件を備えて

いることから､遺跡の分布密度が濃いものと思われる｡

しかしながら､本地区より西側には､低位段丘は認められず､遺跡の分布は極端に少なくな

る｡久慈川左岸には高位段丘面が認められるものの､開折が進行し､長久保地区以外は平坦な

地形は少なくなり､急峻な地形が続く｡

久慈城跡は､久慈川の支流である切金川と田子内川に挟まれ､南東に延びる丘陵の東側先端

部に立地する｡標高約84m､平地との比高差約50mの丘陵を利用した平山城である｡主郭･帯

郭･濠跡･馬場跡･井戸跡等が良好な状態で残っている｡久慈城跡についてはこれまで発掘調

査がなされた例がなく､地形から判断できる遺構以外については実態が不明であった｡

今回､城跡の内容の一部を把握するため､試掘調査を実施した｡試掘調査の結果は第Ⅱ章で述

べるととする｡

外里遺跡は､標高約30mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現況は山林､畑地､宅地

である｡山口遺跡とも称され､縄文時代前期円筒式土器を主体とする遺跡であり､多量の遺物

が散布することで以前より知られていた｡遺跡付近に在住する藤森重喜氏が外里遺跡より採集

した遺物を多量に所有していたので､その一部を借用し参考資料として使用した｡ (第17-24

図､第13図版)

外里山上遺跡は外里遺跡の北西側の一段高い段丘面に立地する｡標高約50-80mの北西から

南東に下る緩斜面で､現況は山林及び畑地である｡縄文土器を主体とする遺物が散布する｡
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第14図　大川目町新町･外里･山口地区遺跡分布図
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0　　1:2　　　5cm
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番号 1 �)�Ykﾂ�､�(�)�R�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

縄文土器深鉢 縄文土器深鉢 几)��Dﾅ)%����繊維含 ��c�)�ﾙLS��
〟 冓,､口こ ��第12図版2 第12図版3 

3 ���縄文土器深鉢 ��"���繊維含 

4 5 ���縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[b�鉄雄含 ��c�)�ﾙLSB�

〟 ��ク: ヽ ��第12図版5 第12図版6 第12図版7 

6 ���縄文土器深鉢 ��(�"�ﾋI�ﾈ�8ﾚﾒ�鉄雄含 

7 ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾒ�級維含 

8 ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚDﾅ)%����繊維含 ��c�)�ﾙLS��

9 ���縄文土器深鉢 縄文土器深鉢 侏I�ﾈ,�.h.�霹�,ﾈ謇<ｲ� ��c�)�ﾙLS��

10 ���唏�ﾊHﾊzCRy<ｲ� ��c�)�ﾙLS����c�)�ﾙLS���

ll 12 ����ﾂ�縄文土器深鉢 縄文土器深鉢 版)%����ﾋI�ﾈ�8ﾚﾚI����謇<ｹ[b� 

′ 剪�第12図版12 第12図版14 

13 ���純文土器深鉢 �+��ﾉ[jIE�.郁Y[c��繊維含 

14 1 ���縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�)�ﾙLS�R�

5 ���土 �?｢zJJH.械� ��c�)�ﾙLS�r��c�)�ﾙLS���

16 17 ���縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�m盈ｨ�9E�.郁Y[b�繊維含 

18 ���縄文土器深鉢 � ��c�)�ﾙLS���

19 ���縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�級維含 ��c�)�ﾙLS#��

20 ���縄文土器探鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�mImｨ�9E�.郁Y[b�繊維含 ��c�)�ﾙLS#��

21 ���縄文土器深鉢 � ��c�)�ﾙLS#"�〟 �>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�撚り糸文 ���査ｭﾂ�第12図版23 第12図版24 第12図版25 

22 ���縄文土器深鉢 版)%����繊維含 

23 24 ���､�(�8�(�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�+��ﾉ[jI>ｩ[b�級維含 

I)県 ��c�)�ﾙLS#r��c�)�ﾙLS#��
25 ���縄文土器鉢 佰ｸ傚YHﾘ�-ﾙmｪI+��ﾊI<ｸｴ�� 

26 27 ���縄文土器深鉢 版)%���� ��c�)�ﾙLS#��

〟 �>ｩ[i7舒ﾒ�RL単節 ��第12図版30 

第15図　大川目町外里地区表採遺物(1)
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二二匠…∋

0　　　1:3　　10cm

計測値､重量の欄の()内の数値は欠損品の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

28 丶�(�)�R�石錬 儻9k��(3.2) 茶�絣��0.4 茶��#b��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS3�� 

29 ���石妹 兌ﾘｮ駝8ﾇ2�2.5 ��繧�0.4 ���#2�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS3"� 

30 ���ビエスエスキーユ ��2.5 �"綯�0.9 ��2絣�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS32� 

31 ���スクレイパー ��(2.4) 茶"縒��(1.1) 茶���#r��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS3B� 

32 ���スクレイパー ��(3.8) �2���1.1 茶#b縒��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS3R� 

33 ���打製石斧 亅r�6.8 �2綯�0.9 �#r���砂岩 ��c�)�ﾙLS3�� 

34 ���磨石 僵ﾈ鈴¥饉ﾒ�5.7 ��b���3.2 鼎�B綯�花尚岩 ��c�)�ﾙLS3r�凹み有 

35 ���磨石 僵ﾈ鈴¥饉ﾒ�(7.3) 中ﾆﾂ�2��(2.1) 茶#S"繧��花尚岩 ��c�)�ﾙLS3�� 

36 ���粂痕を有する硬 ��7.0 迭�"�1.3 塔b���細粒砂岩 ��c�)�ﾙLSC�� 

37 ���石皿 ��(10.2) 茶�R絣��(3.3) 茶ン2絣��閃緑岩 ��c�)�ﾙLS3b�煤仲着 

第16図　大川目町外里地区表採遺物(2)
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 丶�(�)�R�縄文土器深鉢 偖y�ﾉ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS��

2 ���縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[jH決岔W9k��繊維含 ��c�9�ﾙLS"�

3 ���縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[jDﾅ)%���� ��c�9�ﾙLS2�

4 ���縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSB�

5 ���縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[jDﾅ)%����繊維含 ��c�9�ﾙLSR�

6 ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾓ��繊維含 ��c�9�ﾙLSb�

7 ���縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[jDﾅ)%�����2�織維含 ��c�9�ﾙLSr�

8 ���縄文土器探鉢 �ｹxﾙ[jDﾅ)%����繊維含 ��c�9�ﾙLS��

9 ���縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[jDﾅ)%���� ��c�9�ﾙLS��

10 ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚDﾅ)%����俄維含 ��c�9�ﾙLS���

ll ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚDﾅ)%����繊維含 ��c�9�ﾙLS���

12 ���縄文土器深鉢 兌ﾘﾗ9+��ﾊIE�.郁R�繊維含 ��c�9�ﾙLS�"�

13 ���縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�&#% ��c�9�ﾙLS�2�

14 ���緬文土器深鉢 版)%����織維含 ��c�9�ﾙLS�B�

15 ���縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c�9�ﾙLS�R�

16 ���縄文土器深鉢 ��ﾘ�)xﾘﾄ��ﾃ��織維含 ��c�9�ﾙLS�b�

17 ���縄文土器深鉢 �霹�謇<ｺHﾋI�ﾈ�8ﾚﾚDﾅ)%����織維含 ��c�9�ﾙLS�r�

18 ���縄文土器深鉢 几)���8轌:ｨ�8ﾚﾚDﾅ)%����繊維含 ��c�9�ﾙLS���

19 ���縄文土器深鉢 几)���8苓ﾆ�謇<ｺIE�.鞍��繊維含 ��c�9�ﾙLS���

20 ���縄文土器深鉢 僞�.郁R�繊維含 ��c�9�ﾙLS#��

第17図　外里遺跡採集遺物(1)
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

21 丶�(�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚE$ﾉ%����繊維含 ��c�9�ﾙLS#��

22 ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾒ�繊維含 ��c�9�ﾙLS#"�

23 ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾒ�繊維含 ��c�9�ﾙLS#2�

24 ���縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�.郁Y[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS#B�

25 ���縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�.郁Y[b�俄維含 ��c�9�ﾙLS#R�

26 ���縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS#b�

27 ���縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS#r�

28 ���縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS#��

29 ���縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS#��

30 ���縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3��

31 ���縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3��

32 ���縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3"�

33 ���絶文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�.郁Y[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS32�

34 ���縄文土器深鉢 僞�.郁Y[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3B�

35 ���縄文土器深鉢 僞�.郁Y[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3R�

36 ���絶文土器深鉢 ��ﾘ�)xﾘﾄ��ﾂ�繊維含 ��c�9�ﾙLS3b�

37 ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚI{).��8謇<ｺH蝿�9>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3r�

38 ���縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚH胸xﾙ[jI>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3��

39 ���縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c�9�ﾙLS3��

40 ���縄文土器探鉢 版)%����&#% ��c�9�ﾙLSC��

41 ���縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jH謇<ｲ�繊維含 ��c�9�ﾙLSC"�

42 ���縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jH謇<ｺE$ﾉ%����繊維含 ��c�9�ﾙLSC2�

43 ���縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b�織維含 ��c�9�ﾙLSCB�

44 ���縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jI>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSCR�

45 ���縄文土器 �+��ﾉ[jI>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSCb�

46 ���縄文土器深鉢 几)��I+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��c�9�ﾙLSCr�

47 ���縄文土器 冖9[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSC��

第18図　外里遺跡採集遺物(2)
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0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位C皿) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

48 丶�(�)�R�石鉄 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�2.7 ���2�0.3 ��縒�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSC�� 

49 ���石銀 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�(2.8) 茶��"��0.5 茶�����硬質貢岩 ��c�9�ﾙLSC�� 

50 ���石妹 冩h搨�2.7 ��纈�0.2 ��紕�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSS�� 

51 ���石妹 �隶��3.1 ��紕�0.5 ��縒�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSS�� 

52 ���石妹 �<ｨｮ駝8ﾇ2�(3.6) ��綯�0.4 茶"綯��硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSS"� 

53 ���石鎌 儺鞍��2.9 ��縒�0.4 ��絣�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSS2� 

54 ���石嫉 兌ﾘｮ駝8ﾇ2�2.4 ��綯�0.3 ��纈�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSSB� 

55 ���石鎌 兌ﾘｮ駝8ﾇ2�2.7 ��縒�0.4 ��紕�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSSR� 

56 ���石鎌 �ｨｮ駝8ﾇ2�2.3 ��絣�0.3 ��綯�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSSb� 

57 ���石鎌 �ｨｮ駝8ﾇ2�3.0 �"���0.5 �"���砂岩 ��c�9�ﾙLSSr� 

58 ���異形石器 �6ﾘ,ﾈ鬨ﾆ��3.1 ��絣�0.5 ��紕�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSS�� 

59 ���石匙 ��ﾆ��5.0 途���1.1 �#"���硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSS�� 

第19図　外里遺跡採集遺物(3)
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0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の欄の()内の数値は欠損品の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

60 丶�(�)�R�石匙 ��ﾆ��5.2 唐���1.4 �3�縒�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSc�� 

61 ���石匙 偬8ﾆ��6.6 �"紕�1.0 ��"�"�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSc�� 

62 ���石匙 偬8ﾆ��6.0 �"紕�0.9 ������硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSc"� 

63 ���石匙 偬8ﾆ��7.7 �2絣�1.0 ��偵��硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSc2� 

64 ���石匙 偬8ﾆ��6.0 �"繧�0.8 湯絣�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLScB� 

第20図　外里遺跡採集遺物(4)
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0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の欄の()内の数値は欠損晶の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位C皿) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

65 丶�(�)�R�石匙 偬8ﾆ��8.0 �"�"�1.1 ��2�2�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLScR� 

66 ���石匙 偬8ﾆ��6.9 �"綯�1.0 ��2���硬質頁岩 ��c�9�ﾙLScb� 

67 ���石匙 偬8ﾆ��5.8 �2���1.2 ��B綯�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLScr� 

68 ���石匙 偬8ﾆ��6.9 �2縒�1.0 ��B�"�弔脇 ��c�9�ﾙLSc�� 

第21図　外里遺跡採集遺物(5)
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0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の棚の()内の数値は欠損品の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

69 丶�(�)�R�石槍 ��14.2 �"纈�1.6 鉄r繧�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSc�� 

70 ���石槍 ��10.0 �"絣�0.9 �#"���硬質貢岩 ��c�9�ﾙLSs�� 

71 ���石槍 ��8.4 ��縒�1.0 ��B綯�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSs�� 

72 ���石槍 ��10.9 ���2�0.9 ��2�"�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSs"� 

第22図　外里遺跡採集遺物(6)
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慧萎琶

∠二ゝ
一子~一丁

⊂⊃　　⊂⊃
0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

73 丶�(�)�R�石箆 ��6.4 �2絣�1.4 �3"縒�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSs2� 

74 ���石箆 ��4.6 �"綯�0.8 途纈�硬質頁岩 ��c�9�ﾙLSsB� 

75 ���二次剥離を有する剥片 ��9.8 迭���2.5 都�縒�頁岩 ��c�9�ﾙLSsR� 

76 丶�(�)�R�扶状耳飾り ��4.6 �2纈�0.6 ��B�2�流紋岩 ��c�9�ﾙLS��� 

第23図　外里遺跡採集遺物(7)
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78

0　　1:3　　10cm

計測値､重量の棚の()内の数値は欠損晶の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

77 丶�(�)�R�磨製石斧 ��9.0 �"紕�1.4 鉄b纈�硬質頁岩 �� 

78 ���敵石(磨製石斧転用) ��ll.3 迭紕�2.8 �3�ゅb�砂岩 �� 

79 ���凹石 ��13.1 途���3.2 鼎�B���粗粒砂岩 ��c�9�ﾙLSsb�両面に凹 

80 ���凹石 ��13.7 澱�2�2.3 �3�ゅB�閃緑岩 ��c�9�ﾙLSsr�両面に凹 

81 ���凹石 ��9.6 澱繧�3.4 �3sr���花尚岩 ��c�9�ﾙLSs��両面に凹 

82 ���凹石 ��9.2 途絣�4.0 �3C偵b�粗粒砂岩 ��c�9�ﾙLSs��両面に凹 

第24図　外里遺跡採集遺物(8)
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第13図版　大川目町外里遺跡採集遺物
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(6)大川目町荒津前･水無地区

荒津前･水無地区は久慈川右岸の高位段丘面に相当する｡本地区より､高位段丘面が帯状直

線的に､宇部町を経て野田村和野平地区まで､南東方向に延びるように形成されている｡広範

囲に平坦面が認められるが､山林の占める割合が多く､遺跡の所在確認は不可能な箇所が多い｡

遺跡台帳に登録されている遺跡についても現在は山林となっている箇所については､遺物の表

採は不可能であった｡

荒津前遺跡は､標高約140mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地､山林で　荒津前遺跡

ある｡縄文土器､土師器が表採される｡

荒津前平Ⅰ遺跡は､南から北に延びる丘陵上に立地する｡標高約130mである｡　　　　　荒津前平

荒津前平Ⅱ遺跡は､荒津前平Ⅰ遺跡が立地する丘陵の先端部に立地する｡標高約110mであ　Ⅰ ･ Ⅱ遺跡

る｡荒津前平Ⅰ ･ Ⅱ遺跡とも､現況は山林であるため､遺物の表採は不可能であった｡

水無遺跡は､南東から北西に張り出した平坦面に立地する｡標高約250mで現況は山林であ　水無遺跡

る｡木材の運搬のため一部表土が削土されており､その削土部分に遺物が散布する｡無文の土

器が表採されており､土師器と思われる｡
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第25図　大川目町荒津前･水無地区遺跡分布図
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第14図版　大川目町荒津前･水無地区航空写真
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 俎),9��)�R�縄文土器 侏I�ﾈ�8ﾚﾒ�繊維含 ��c�Y�ﾙLS��

2 ���土師器蛮 �>�､�ｨ8�5(6�6b� ��c�Y�ﾙLS"�

3 ���土師器整 �>�､�ｨ8�5(6�6b� ��c�Y�ﾙLS2�

4 ���土師器杯 ��底部回転糸切り､内黒処理 ��c�Y�ﾙLSB�

5 ��Yk8�)�R�土師器? �� ��c�Y�ﾙLSR�

6 ���土師器? �� ��c�Y�ﾙLSb�

第26図　大川目町荒津前･水無地区表採遺物
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荒津前遺跡(南東より) 水無遺跡(南東より)

第15図版　大川目町荒津前･水無地区表採遺物･遺跡

丹
u
3

日
日
日
付
5



(7)大川目町三日町地区

久慈川と長内川に挟まれ北東に延びる丘陵南側斜面においては遺跡の分布密度が濃いが､久

慈川右岸に相当する本地区を含めた丘陵北側斜面においては遺跡の分布密度が薄くなる｡

丘陵の北側斜面のため日照条件が悪いことが考えられるが,同様の傾向は久慈川と夏井川に

挟まれ東に延びる丘陵においても認められる｡本地区は久慈川の支流による開折の進行が著し

く､険しい地形が多いことも遺跡の分布密度が薄い要因のひとつと思われる｡

三日館跡は､久慈川右岸の丘陵裾部､両側を沢に開析され､南東から北西に延びる張り出し

先端部に立地する｡標高約90mで､現況は山林である｡張り出しの基部寄りは空堀によって切

られ､郭が区画されている｡

単郭式で､空堀､土塁が残存している｡空堀は､張り出し北側から南へ約100mの位置に､

深さ約2m､幅約3m､長さ約20mにわたり段状に現存している｡また､館跡北側から約350

mの位置に高さ約3m､幅約8m､長さ約50mの土塁が認められる0

築城年代や城主等については全く不明である｡

-I-･･ _lモ∴■ I:I.･･ :

I

I_Ir.T lTl

0　　　　1 :20'000

本

三日館跡

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 倅�?ｨｭｩ�R�JF39.1010 ��亊��R�空堀､土塁 ��Y�ﾉmｩ*ﾉ�cY&險B�昭和59年度城館調査 

第27図　大川目町三日町地区遺跡分布図
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三日舘跡(北西より)
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第16図版　大川目町三日町地区航空写真･遺跡



(8)川貫･八日町地区

川貫･八日町地区は久慈地区に属し､久慈川と長内川に挟まれ北東に延びる丘陵の先端部北

側に相当する｡

川貫遺跡は､南西から北東に下る､標高約30-40mの緩斜面に立地する｡現況は畑地及び原　　川貫遺跡

野である｡土師器の散布が認められる｡

高館跡は､久慈川と長内川に挟まれ北東に延びる丘陵先端部北側斜面の北に張り出した丘陵　　高　館　跡

に立地する｡標高約85mである｡現況は山林及び市民の森公園となっている｡

複郭式で､土塁､空堀が残存している｡主郭平場は東西約50m､南北約100mで､南東側丘

陵基部に高さ約1 m､幅約2m､長さ60mの土塁が現存している｡館跡東南基部は高さ約2m､

上幅約8m､長さ約20mの空堀で切断されている｡

築城年代は不明である｡館主は九戸政美の乱の際に､九戸方についた高館因幡と推定されて

いるが､詳細は不明である｡

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 ��ﾈｭ��)�R�土師器整 �>�､�ｨ6�6b� ��c�y�ﾙLS��

2 ���土師器嚢 丶�ｨ-h8�7�4ｸ4ﾊI>�lｨﾟﾉm�?｢� ��c�y�ﾙLS"�

3 ���土師器整 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｩW9k�� ��c�y�ﾙLS2�

第28図　川貫地区表採遺物
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0　　　　1 :20'000 1000m

第29図　川貫･八日町地区遺跡分布図
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川貫遺跡(南東より)

川貫遺跡

垂嘘
高舘跡(北西より)

第17図版　川貫･八日町地区航空写真､表採遺物､遺跡
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2　試掘調査結果

概

主

帯

空
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要

郭

郭

堀

(1)久慈城跡の概要

久慈城跡は､久慈市大川目町新町に所在し､久慈川の支流である切金川と田子内川に挟まれ

南東に延びる丘陵の東端部に立地するo標高約84m､平地との比高差約50mである｡城跡から

の眺望は良く久慈川沿いに開けた平野が一望でき､久慈湾まで望むことができる｡

城跡北東側には切金川が流れ､川沿いの城跡側は急な傾斜地である｡城跡西側から南側にか

けては､濠が城跡をとり囲むように廻り､東端部で切金川と合流する｡また､城跡北側の丘陵

基部は堀切によって切金川と濠をつないでおり､この切金川､濠､及び堀切によって区画され

た範囲が城跡として捉えられる.区画内の面積はおよそ70,000rdである｡現況は山林及び原野

等であるが､城跡内の西側は道路によって若干削土されている｡平面形は隅丸三角形状を呈し､

自然地形を利用した平山城であるo城跡周辺には掘屋敷､はりつけ場､たな場等の地名が残っ

ており､城をとりまく平時の生活空間も含めれば広大な面積となるものと推定される(第3咽)0

城の中心にあたる主郭は､区画内中央よりやや西寄りに位置する｡平面形は隅九三角形状を

呈し､東～西約60m､南～北約80mで､面積は約2,800Tdである.北西から南東に緩やかに下

るが､はば平坦といえる｡

主郭の南側を取り囲むように四段の帯郭が廻る｡便宜上4つの帯郭を上から帯郭A､帯郭B

帯郭C､帯郭Dと呼称することとする(第31図) 0

帯郭Aは､主郭の東側から南側にかけて設けられている｡東側は広い平場となっており､ほ

ぼ平坦であるo東～西約30-40m､南～北約35-40mを測る｡南側の郭はやや張り出しており､

南～北約18m､東～西約20mを測るo南側の張り出しと東側の広い平場とは幅5-8mの狭い

平場によってつながる｡主郭との比高差は約3mである｡

帯郭Bは､西側から南側にかけて主郭と帯郭Aを囲むように幅4-5mの幅細に廻る｡東側

はやや広い平場となり､東～西約33m､南～北23-35mを測る｡帯郭Aとの比高差は東側で約

3m､西側で約5mである｡

帯郭Cは､城跡の南側に設けられているo幅約10-17m､長さ80mの南東に下る緩斜面であ

るo帯郭Bとの比高差は16mであるo帯郭C西端には､現在､天王社が和られている｡

帯郭Dは､城跡の西側から南側にかけての裾部に設けられている｡帯郭Dの縁は濠跡となる｡

幅は約30-50mを測るo帯郭Cとの比高差は南東部で約7mである｡緩やかな斜面で､これま

で馬場跡と呼ばれていた場所であるo帯郭D中央付近には､現在､駒形社が和られている｡

帯郭は基本的には4段構成であるが､帯郭の間には幅の狭い平場が設けられている箇所もあ

り､北側の急斜面の中位にも平場が認められる｡

また､帯郭Bの東側は尾板状の地形であるが､尾根に沿って2つの小規模な郭が連続して設

けられており､帯郭Aを含め､主郭から東側に郭が連なる構造である0

主郭の北側には長さ約50m､最大幅12mの空堀がある｡空堀の北には小規模な郭がある｡北

西から南東に長く､東～西約10m､南～北約20mの規模である｡北端部には､現在､稲荷社が

示巳られている｡

城跡西側から南側にかけて城跡をとり囲むように濠が廻っている｡西側の濠の北寄りは砂防
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第30図　久慈城跡付近地形図
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史　　　料

調査区の設

定
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ダムが造られたため､当時より濠の幅が広がったものと思われ最大幅約12mを測るが､他は

3 -12mの幅で廻る｡

以上のように､久慈城跡は､自然地形､天然の川などを利用し築かれた中世山城の典型とい

える｡北東側及び西側は急な斜面となっており､南側には四段の帯郭で構成されている｡

久慈城は､地元では｢新町館｣と呼ばれている｡また､近世の史料には｢八日舘｣と記され

ている｡久慈城の築城年代等については根本史料を欠くため不明な点が多いが､以下､久慈城

の築城年代､城主等が窺える史料を掲げることとする｡

｢往年久慈修理助の時代に至り､不幸にして､家を嗣ぐ子南無く～中略～与三郎信実彦次郎通

継舎弟を以って当家を相続､修理旧領を与三郎信実に賜う｡故に居を久慈大川目八日舘と云う

に構え｡子孫累代南部家の従者なり｡与三郎､摂津守と改め､終年又備前守信実と称号し･

(原漢文) ｣ ( 『摂待久慈家譜』註1)

｢久慈　文明年中久慈を領す後備前九戸一味故本家断絶す｣ ( 『奥南旧指録』註2)

｢信実～中略～家督の後久慈大川目に舘を築て之に居､之を八日舘と云､ - ･｣ ( ｢参考諸

家系図巻八｣註3)

｢文明年中に久慈を領して久慈氏と称す｣ ( 『内史閣』註4)

これらの史料によると､文明年中(1469-1486年)に久慈備前守信実が久慈大川目の八日舘

に居館､あるいは八日舘を築いたとしている｡信実は久慈氏の祖を南部光行三男朝清とすれば

久慈氏12代にあたるとされているが､それ以前の久慈氏累代の事績については不明な点が多い｡

久慈城には､信実以来久慈氏累代が居館することとなるが､天正19午(1591年)の九戸の乱の

際に､久慈備前守18代直治は養子中務政則とともに九戸方につき敗れ九戸政実ら九戸方の武

将とともに現在の宮城県栗原郡栗駒町三迫岩ケ崎で処刑され久慈氏の楠系は滅亡した｡

天正18年(1590年)に､豊臣秀吉から所領安堵の朱印状を交付された南部信直は､領内の請

城破却の命令を受け､領内にある48城のうち36城を取り壊し､破却目録を書き上げている｡天

正20年(1592年)の｢南部大膳大夫分国之内諾城破却書立｣ ( 『聞老遺事』註5)に｢一､同

郡之内　久慈　山城　破却　信直抱代官久慈修理｣とあることから､久慈城は､天正19年9月

の九戸の乱後からこの破却目録が書き上げられた天正20年6月までの間に破却されたものと思

われる｡

(2)調査の概要

主郭及び帯郭における遺構の存在の有無を確認するため､主郭に2箇所､帯郭Aに1箇所､

帯郭Aから帯郭Bにかけての斜面に1箇所の計4箇所に調査区を設定した(第32図) 0

主郭においては､事前に簡易的なボーリング探査を行ったところ､柱穴と思われる落ち込み

が多数存在することが確認された｡深さは60cm～1m以上に達する箇所もあった｡ボーリング

探査により柱穴と思われる落ち込みの存在が確認され､且つ立木がない箇所を選び調査区を設

定し､調査を実施した｡

(3)基本層序

Ⅰ層は表土である｡ Ⅱ層は褐色の砂質土層で､サクサクしており､カーボン粒を少量含む0
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遺構検出面　　Ⅲ層は砂岩層である｡極めて堅固な層で､このⅢ層上面が遺構検出面である｡上面には赤褐色

の酸化鉄の面が形成されている｡城跡の基盤はこの砂岩で､一部に砂岩の崩壊層やシルトの堆

積が認められる｡この砂岩層は段丘堆積層で､下部に疎岩の堆積層が認められる｡主郭におい

ては､この砂岩を穿ち柱穴が掘られているため､極めて良好な状態で遺構が検出された｡上端

が若干崩壊しているものも認められたが､中位以下ははっきりと検出でき､底面の方形プラン

もよく判る状況であった｡

また､現地表面から遺構検出面までの深さは浅く､現在の地形は当時の地形とほとんど変わっ

湧　　　水

ていないものと推定される｡

なお､最も高い主郭において､柱穴の埋土を掘り上げると砂岩層から水が湧き出し､柱穴の

半分以上まで水が溜る状況であった｡帯郭Aの東側の平場に､常に水が溜った凹みがあったと

井　戸　跡　の談話が地権者より得られたが､今回はその場所は確認されなかった｡また､城跡の東端裾部

に古くから井戸跡と呼ばれている場所がある｡現在は井戸として利用されていないが､戦前頃

までは日照りが続き､水不足になった時､この井戸を掘れば水が湧き､現在も利用しようとす

れば可能であるとの談話も付近住民から得られた｡この井戸跡も久慈城に関連する遺構となる

可能性がある｡

位　　　置

(4)調査結果

1調査区(第32図)

主郭の南側から東側にかけて帯郭Aが廻っており､ 1調査区は､帯郭Aの東側の平場の中央

やや北東寄りに3 m四方の方形の調査区を設定した｡現地表面より約15-20cmで地山のⅡ層に

達する｡主郭においては砂岩層が地山となるが､本調査区では黄褐色シルト層が地山である｡

出土遺物　本調査区において遺構は検出されなかった｡ Ⅱ層検出面より､白磁の破片が1点出土した(第

35図1)0

位　　　置

位　　　置

柱　穴1
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2調査区(第33図)

2調査区は､ 1調査区を設定した帯郭A東側の平場の南縁部から帯郭Bの平坦面に至るまで

の斜面に､幅1m､長さ9.3mの調査区を設定した｡

現地表面から約15cmで地山であるⅡ層に達する｡帯郭の縁辺部における柵列等の痕跡の存在

が予想されたが､遺構は検出されなかった｡盛り土等の整地がなされたかどうか確認するため

調査区内西辺側にサブトレンチを設け約10cm掘り下げたが､それらしきものは確認されなかっ

た｡本調査区からは､遺物は出土しなかった｡

3調査区(第34図)

3調査区は､主郭中央部付近において､幅1m､長さ8.5mの長方形に設定した｡調査区内

の途中に立木があったため途中1.7mは除外した｡

本調査区からは､柱穴5基が検出された｡

柱穴1 ･ 2は重複しており､柱穴2を柱穴1が切っている｡柱穴1は､南東側が調査区外で

あるが､方形プランを呈するものと推定される｡北西～南東74cm+ α､北東～南西93cm+ α､
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第33図　2調査区
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久慈城跡基本居序

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

I ����"XﾙXｨﾉ�b�シルト 舒r�敬 儿Y��7咾x4ｨ7H4｢�

Ⅱ ����%��xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 �4ｨ�ｸ7ｸ99{����Rﾓ6ﾖﾒ��ZH5H4�5H4��

Ⅲ ����"ﾃV�乖ﾉ�b�砂質 �r�壁 填�"ﾃ�､�y�Hｨﾉ�h褸峪58*ｩlｩ4�,儘ﾈ*ｨ.唏褸峪YIZｨ4ｸ6�4ｸ6��

3調査区　柱穴1

層位 �7��b�土惟 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

Al ����"ﾃCHｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 伜�ｹ59{����Rﾓ��ﾔB鋳ﾃRR�

A2 ����#SBxｨﾉ�b�砂貿 �.(.)jr�やや軟 伜�ｹ59{����Rﾓ��ﾖﾒ�2ZH�9�x.h.�.(.(ｽ冕r�

A3 ����$葵ﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 伜�ｹ59{����Rﾓ��ﾖ2駐2ZH�9�x.h.�*ｸ-�x*�*"�

Bl ����#6乖ﾉ�b�砂質 �r�やや堅 ����"ﾃC�ｨﾈ､I�iE8�7�3�ZH褸峪59{����Rﾓ��ﾖﾒ���R�

3調査区　柱穴2

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

C1 填�"ﾃCＺ�Hｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 伜�ｹ59{����Rﾓ��葷ﾒ塔�R�

C2 ����"ﾂﾃFhｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 伜�ｹ59{����Rﾖﾆ�韮���R�

C3 ����#｢X囗ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 伜�ｹ59{����Rﾓ��ﾖﾒ�3�R�

C4 ����"X囗ｨﾉ�b�砂貿 �.(.)jr�やや堅 伜�ｹ59{����Rﾓ��ﾖ竰田�ZD6ﾉ�x,凩韜r�

D1 ����"ﾃCBxｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 伜�ｹ59{����Rﾓ��ﾔB�"R�

D2 ����"�Bxｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 伜�ｹ59{����Rﾓ��ﾖﾒ�2R�

El ����"ﾃ�Bxｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ����$ｦ艇ｨﾈ､I�iE8�7�#�R�

E2 ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ����)mﾂ�ﾈ､I�iE8�7鼎�R�

3調査区　柱穴4

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

Al ����&｣C�ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 伜�ｹ59{����Rﾓ��ﾖﾒ迭R�

Bl ����(5��ｸ+�-X*(囗ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ����"X､H囗ｨﾉ�hﾛｳ3�ZCU�"ﾃ3H�9�Hｨﾉ�h褸嶌ﾛｸｮ(7X8ﾘ6(4竕(fﾆ�6В�#�R�

B2 ����)&ﾘ+�-H*(囗ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ����"X､H囗ｨﾉ�hﾛｳc�ZCU�#3��9�Hｨﾉ�h褸嶌ﾛｸｮ(7X8ﾘ6(4竕(fﾆ�3�ﾖﾒ�3�R�

B3 ����"X,�-X*(囗ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ����"X､H囗ｨﾉ�hﾛｳc�ZCU�"X�9�Hｨﾉ�h褸嶌ﾛｸｮ(7X8ﾘ6(4竕(fﾆ�3�ﾚ��#�R�

B4 ����)&ﾘ+�-H*(囗ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ����"X､H囗ｨﾉ�hﾛｳC�ZCU�(9&�9�Hｨﾉ�h褸嶌ﾛｸｮ(7X8ﾘ6(4竕(fﾆ�3�ﾖﾒ�#�R�

C1 ����(5紿,�-X*(囗ｨﾉ�b�砂質 �r�堅 ������"X､H囗ｨﾉ�iE97都�ZCU�#6�9�Hｨﾉ�h褸嶌ﾛｸｮ(7X8ﾘ6(4竕(fﾆ�3�ﾔB�3�R�

土　　　　　　色
混　　　入　　　物　　　そ　　　の　　　他

4調査区　柱穴7

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

Al ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 ����"X､H囗ｨﾉ�hﾛｸ7X8ﾘ6(4竏��#�ﾖﾒ�2ZH4ｨ�ｸ7ｸ99{����"ﾓ6ﾒ��R�

A2 ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 ����"X､H囗ｨﾉ�hﾛｸ7X8ﾘ6(4竏��#�ﾒ��R�

Bl ����"ﾃCHｨﾉ�b�砂質 �r�やや堅 ����"X､H囗ｨﾉ�hﾛｸ7X8ﾘ6(4竏��#�ﾒ���ZC���%�乖ﾉ�hﾛｸ�7���R�&韃)_h�97鋳�

4調査区　柱穴8

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

Al ����"X�8ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 �4ｨ�ｸ7ｸ99{����"ﾓ6ﾖ竰��R�

A2 ����"X�8ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 ����"Xｨﾉ�hﾛｸ�7���R�

Bl ����"X�8ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ����"Xｨﾉ�hﾛｸ�7�"R�

B2 ����"X�8ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ��

Cl ����#6�8ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ��

4調査区　柱穴9

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

D1 ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 填�"Y�Hｨﾉ�h褸峪59{��(fﾆ�#�葷ﾒ�2R�

D2 ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 填�"Y�Hｨﾉ�h褸峪59{��(fﾆ�#�ﾒ迭R�

D3 ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 填�"Y�Hｨﾉ�h褸峪59{��(fﾆ�#�ﾒ�"R�

El ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ��

F1 ����(ｵ8囗ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ��

4調査区　柱穴10

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

C1 ����$�8ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 ��

C2 ����"ﾃ3��8ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 ��9�x.h.�.(.)k�.�*"�

Dl ����"�Hｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 ��

D2 ����)thｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ��

4調査区　柱穴11

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

El ����"禮ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 填�"ﾃF��Hｨﾉ�h褸峪59{����Vﾖﾒ��R�

E2 ����(ｼH��ﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 填�(ｼHﾔ險ﾉ�h褸峪59{����Rﾖﾆ����R�

Fl 牝�'滴ｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 填�"ﾂRy�Hｨﾉ�h褸峪59{����Vﾒ�2X岑肩,��ﾘ*"�

G1 ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 填�(ｼI8�ｨﾉ�h褸峪59{����Rﾓ��ﾖﾒ迭R�

Hl ����"Xｨﾉ�b�砂質 �.(.)���やや堅 ����"ﾃ&俛Xｨﾉ�hﾛｸｮ)Fｨﾝ87X8ﾘ6(4竏��Rﾓ#�ﾔB�3�X5X4�5X4��

4調査区　柱穴12

層位 �7��b�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

Al 牝�"ﾃF乖ﾉ�b�B��砂質 �.(.)jr�やや堅 填�(ｼF��Hｨﾉ�h褸峪59{����"ﾓVﾒ�2R�

A2 ����"ﾃhｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 填�"Y�Hｨﾉ�h褸峪59{����"ﾓVﾖﾒ��R�

Bl ����"ﾃCBxｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや堅 ����"ﾃcH､H囗ｨﾉ�hﾛｳ#�R�

4調査区　柱穴14

層位 �7��b�H�ﾂ�土性 冕y7��堅さ 俑ﾉ?ﾉZ�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

Al ����#shｨﾉ�b�B�砂質 �.(.)jr�やや軟 �4ｨ�ｸ7ｸ99{����"ﾓVﾖB駐"R�

A2 ����"闌8ｨﾉ�b����(肺�ﾈｨﾉ�b�砂質 �.(.)jr�やや軟 �4ｨ�ｸ7ｸ99{����"ﾓVﾖﾒ��R�

B1 剄ｻ質 �.(.)���やや堅 ����"XﾙXｨﾉ�hﾛｸｮ(7X8ﾘ6(4竏��Rﾓ��ﾖﾒ�#�R�
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柱　穴　2

出土遺物

柱　穴　3

柱　穴　4

柱　穴　5

位　　　置

柱　穴　6

柱　穴　7

柱　穴　8

出土遺物

柱　穴　9

柱　穴10

-　60　-

深さ64cmを測る｡

柱穴2は､北東側を柱穴1に切られ､南東側は調査区外である｡東～西80C皿､南～北90cm+

α､深さ83cmを測る｡底面は､東～西30cm､南～北28cmを測る｡柱穴2において､ El層から拳

大の棟が1点､ Dl層から古銭が1点出土した(第35図5) ｡古銭は北宋銭で､照寧元賓(1068

年初鋳)である｡また､碁石と思われる偏平小円疎が埋土から出土したが､柱穴1､ 2いずれ

に伴うものか判然としなかった(第35図3) 0

柱穴3は､埋土に粉砕した砂岩が多く含まれており､今回の調査で検出された他の柱穴とは

埋土の状況が異なっていた｡砂岩を残して掘り下げることが不可能であったため､検出のみに

とどまった｡北東半分は調査区外であるが､開口部の平面規模は85cm程度と推定される｡

柱穴4 ･ 5は重複しており､柱穴5を柱穴4が切っている｡柱穴4は､南東側は調査区外で

ある｡北西～南東65cm+ α､北東～南西102cm､深さ90cmを測る｡平面プランは方形乃至は長

方形を呈するものと推定される｡底面は方形プランを皇する｡北東側壁に段が設けられており､

段までの深さは64C皿である｡

柱穴5は､柱穴4によって南西側を切られており､南東側は調査区の外であるため詳細は不

明であるが､方形乃至は長方形を呈するものと推定される｡深さ17cmを計る｡

柱穴4 ･ 5から遺物は出土しなかった｡

4調査区(第34図)

4調査区は､主郭中央付近､ 3調査区南側に幅1.8m､長さ3.5mの長方形に設定した｡

本調査区からは9基の柱穴が検出された｡

柱穴6と柱穴7､柱穴8と柱穴9､柱穴10と柱穴11､柱穴12と柱穴13はそれぞれ重複してい

る｡それぞれの新旧関係は､柱穴7を柱穴6が切り､柱穴9を柱穴8が切り､柱穴11を柱穴10

が切り､柱穴13を柱穴12が切る｡

柱穴6は北西～南東50cm､北東～南西60cmの長方形プランを呈し､深さ64cmを測る｡底面は

北西～南東50cm､北東～南西60ctnを測り､方形プランを皇する｡北東及び南東の壁に段が設け

られている｡段までの深さは検出面から37cmである｡

柱穴7は､東側を柱穴6に切られ､西側は調査区外であるため全容は判然としないが､方形

乃至は長方形の平面プランを呈するものと推定される｡北西～南東42cm+ α､北東～南西30cm

+α､深さ46cmを測る｡

柱穴8は､東側が柱穴9と重複している｡西側は調査区外である｡東～西65cm+α､南～北

77cm+ α､深さ53cmを測る｡平面プランは南北にやや長い長方形を呈する｡底面は20cm四方の

方形を呈する｡ Al層から陶器片が1点出土した(第35図2) ｡器種は皿の類と思われ､ロ縁部

の小破片である｡また､埋土下位より疎が1点出土した｡

柱穴9は､西側を柱穴8に切られている.東～西46cm+α､南～北74cm､深さ55cmを測る｡

底面は25cm四方の方形を呈する｡埋土下位より棟が1点出土した0

柱穴10は､東側コーナー部が柱穴11と重複し､柱穴11を切っている｡北西～南東50cm､北東

～南西55cmを測り､北東から南西にやや長い長方形プランを呈する｡深さは40ctLを測る｡埋土

より拳大から長さ35cm程度の円疎が5点出土した｡柱穴の壁付近から出土し､中央部には認め



られないことから､柱を建てた後､穴を埋める際に込められたものと推定される｡

柱穴11は､西側コーナー部を柱穴10に切られている｡北西～南東55C皿､北東～南西55｡皿を測　柱　穴11

り方形プランを呈する｡深さは75cmを測る｡柱穴は南東側半分のみを掘り北西はセクション面

を残したまま埋め戻した｡従って､北西側半分の構造は不明である｡北東及び南東の壁に段が

設けられている｡段までの深さは検出面から35cmである｡底面は北東～南西は35cm､北西～南

東も同規模と推定され方形プランを呈するものと思われる｡

柱穴12は､北側で柱穴13と重複し､柱穴13を切っている｡南西側は一部調査区外である｡東　柱　穴12

-西は38C皿､南～北は38C皿+ α､深さ48cmを測る｡底面は方形プランを呈する｡

柱穴13は､南側を柱穴12に切られている｡東～西35cm､南～北22C皿+α､深さ40｡血を測る｡　柱　穴13

底面は方形プランを呈する｡

柱穴14は､調査区南隅より検出され､南東壁及び南西壁の上端は調査区外のため未検出であ　柱穴1 4

る｡北西～南東32cm+ α､北東～南西35cm+ α､深さ52cmを測る｡底面は方形プランを呈する｡

埋土より疎が2点出土した｡

また､本調査区北東辺際の遺構検出面から無銘銭1点､東コーナー部の遺構検出面から砥石　出土遺物

1点が出土したが遺構に伴うものではない(第35図4､ 6) 0

(5)ま　と　め

試掘調査の結果､ 3調査区から5基､ 4調査区からは9基の柱穴が検出されたが､柱穴の重　柱穴の重複

複が確認されたこと､柱穴が近接していること､柱穴の規模にばらつきがあること等から､建

物の建て替えが行なわれたことが認められた｡特に､ 4調査区においては､検出された9基の

柱穴のうち､同一の建物に伴うものとして捉えられる柱穴は､柱穴6と柱穴11である｡規模､

平面形及び柱穴内に極めて類似した段を有する等の共通点が認められる｡柱穴6､ 11はそれぞ

れ柱穴1､ 7と重複しており､柱穴6は柱穴7を切っていることから柱穴6 ･柱穴11より旧い

時期の建物が存在し､柱穴11は柱穴10に切られていることから柱穴6 ･柱穴11より新しい時期

の建物が存在し､柱穴1､ 6､ 7､ 11の新旧関係から3回の建て替えが行なわれたことが認め 建て替え

られた｡また､これらの柱穴と近接し､異なる方向を向く柱穴も検出されており､この柱穴は

柱穴1､ 6､ 7､ 11に伴う建物とは別の建物に伴う柱穴と考えられるため､建て替えの回数は

さらに増えるものと予想される｡

今回は限られた範囲での調査であったため､建物の存在は確認されたが､建物の全体の規模

等については不明である｡主郭においては前述したとおり､ボーリング探査から他にも多数の

遺構が存在することが予想されるし､主郭以外においても､調査区を拡大すれば遺構の存在の

確認は十分予想される｡遺物も少量であるが出土したが､明確に時期を知ることができない小

破片であった｡今後の調査の機会を待ちたい｡

また､参考資料として､久慈城跡出土と伝えられる十文字槍を工藤常夫氏が所蔵しており､　参考資料

借用し掲載した(第36図) ｡出土地点は不明であるが､明治以前に出土したものと伝えられて

いるo刃部にわずかに刃こぼれが認められるものの､はば完形品である｡長さ49.4｡皿､幅13.3

cm､厚さ1･4cmを計る｡茎部は長さ32.6cmで､断面形は長方形を呈し､槍身寄りに目釘穴があ

る｡重量は223gである｡
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註1 『久慈市史』第-巻　久慈市史編纂委員会　昭和1984年

* 『摂待久慈家譜』は､久慈氏の支流である摂待久慈家の摂待-治(宗債)が､久慈備前守18代

直治の娘寿光禅尼と､ -治の父治品から聞きおいたものをまとめ正徳6年(1716年)に-治77

歳のとき編纂したもの｡

註2　『南部叢書』第二巻　歴史図書社1970年

註3　『参考諸家系図』第一巻　国書刊行会1984年

註4　岩手史叢第四巻『内史閣』 (4)岩手県文化財愛護協会1974年

註5　『南部叢書』第二巻　歴史図書社1970年

番号 偬�7�&�5��器種 儖Xﾖﾂ�写真図版 

1 ��+(ﾛ粟huY�r�自磁器種不明 亶浦H揵Fｩ]��第18図版1 

2 的+(ﾛ粟i(ﾈﾈ｣��ﾉ�r�皿?陶器 冖9IH､I�h8ﾘ4�8ﾙm｢�第18図版2 

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 偬�7�&�5��器種 佗i�ｩ&ﾂ�%�絹6ﾒ��剌d量 (単位g) 俤齏��写真図版 儖Xﾖﾂ�
長さ 兀ﾒ�厚さ 

3 的+(ﾛ粟huY�r�砥石 途���2.1 ��紕�42.4 僞9L(ｮ"�第18図版4 ��

4 �9+(ﾛ粟i(ﾈﾈ｣��)hI7��碁石 �"���2.0 ��絣�2.4 兔Xｮ"�第18図版3 ��

5 �9+(ﾛ粟i(ﾈﾈ｣$C��r�古銭(輿寧元賓) �"紕�2.4 �����(1.6) �>r�第18図版5 冉ｹ�i�ｲ�

6 的+(ﾛ粟huY�r�無銘銭 �"���2.0 ���"�2.1 �(��第18図版6 ��

第35図　久慈城跡出土遺物
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第18図版　久慈城跡出土遺物
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1調査区(東より)

2調査区(南より)

3調査区(東より)
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2調査区(北より)

2調査区(北西より)

3調査区柱穴1 ･ 2 (東より)

第19図版　久慈城跡(1)

3調査区柱穴2遺物出土状況



3調査区(西より)

3調査区柱穴3検出状況(南より)

4調査区(南より)

3調査区柱穴4 ･ 5 (東より)

4調査区柱穴検出状況(北より)

第20図版　久慈城跡(2)

4調査区(北より)
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4調査区柱穴6 ･ 7 (東より)

4調査区柱穴8 ･ 9 (北東より)

4調査区柱穴10　襟出土状況(南より)
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4調査区柱穴14 (東より)

4調査区柱穴8 ･ 9セクション(南より)

4調査区柱穴10･11セクション(南より)

4調査区柱穴12･ 13 (南東より)

3 ･ 4調査区遠景(南東より)

第21図版　久慈城跡(3)



0　　1:3　　10cm

第36図　久慈城跡出土参考資料
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