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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､地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｡

そのため､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第1期4年次計画､第2期3年次計画で実施することとしま

した｡

平成5年度は第2期3年次計画の1年目にあたり､山根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　6　年　3　月

久慈市教育委員会

教育長　長　内　俊　雄
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1本書は､平成5年度文化財保護事業として国庫及び県費補助を受けてク零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｡

事務局　社会教育課長　米　内　幹　雄

郷土文化係長　大　湊　清　信

文化財調査員　千　葉　啓　蔵

調　査　員　千葉啓蔵

屋外作業員　神田喜美栄　関上スミ子

屋内作業員　神田喜美栄　関上スミ子

4　石質鑑定は新田康夫氏に依頼した｡

5　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

6　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｡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21.10kn,南北33.25kn､面積は327.22kn2である｡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｡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88%が山林原野で､気候は夏は涼しく､冬は温暖であ

る｡人口は約4万人である｡

久慈市内においては､現在約230箇所の遺跡が確認されている｡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､当市内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｡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､第1期4年次､第2期3年次計画で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｡第1期は平成元年度から平成4年度の4年次で実施している｡平成5年度は第2期3年次計画の1

年目にあたり､山根町地区を主な対象とし､分布調査を実施した(第1図) 0

今年度の分布調査の結果､対象地において､周知の遺跡5箇所に加え､新たに23箇所の遺跡が発見された｡

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｡山林地においては遺物の表採が不可能で､遺跡の所在が確認できな

い箇所もあったため､対象地区内における遺跡数はさらに増加することが予想される｡

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｡

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､侍浜村､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｡遺跡分布図を作成する際に各地区の区分を次のとおりと

して取り扱ったので表としてあらわしておく｡
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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相木 

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�Y�ｩ(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6ﾙ�"�

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 舒)��ｹ69�Y��+xﾞ)�ｩ�(�����

虫豆馬渡高板戸鎖沢遠川草木 

横の木小田瀬川叉木売内保礼羅橋場 

浅小沢年越葛形千足村井細野 

塚宗細工藤野頭端神得部清水川 

大久保円館栃沢下戸鎖下野馬越 

中戸鎖竹倉部上戸鎖赤馬立玉沢 
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第1図　分布調査対象範囲図
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第Ⅱ章　調　査　結　果

1大川目町滝地区(第2･3図､第1図版)

大川目町滝地区は､長内川流域に相当する｡

滝遺跡は､標高約100-110mの北西から南東に下る斜面に立地する｡現況は畑地及び荒れ地である｡縄文

土器､石器が表採される｡
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第2図　大川目町滝地区遺跡分布図
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1　0　　1:3　　10cm

く二二)
0　　　　2:3　　　　5cm

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 ��ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS��

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 

2 ��ｨ�)�R�スクレイパー ��6.2 釘���1.2 �#偵��硬質頁岩 ��c��ﾙLS"� 

第3図　大川目町滝地区表採遺物
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滝遺跡表採遺物 滝遺跡(南東より)

第1図版　大川目町滝地区表採遺物･遺跡



2　山根町深田地区(第4-6図､第2-4図版)

山根町深田地区は､長内川流域､長内川の支流深田沢流域及び長内川の支流川又川の流域に相当する｡

岩脇遺跡は､長内川の支流深田沢の左岸に位置する｡標高約260mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡

遺跡北東辺には深田沢に注ぐ小さな沢が流れている｡現況は畑地及び山林である｡縄文土器が表採される｡

深田Ⅰ遺跡は､長内川の支流深田沢の左岸に位置する｡標高約305mの北西から南東に下る緩斜面に立地す

る｡現況は畑地及び山林である｡縄文土器が表採される｡

深田Ⅱ遺跡は､長内川の支流深田沢の左岸､深田Ⅰ遺跡西方約200mに位置する｡深田Ⅰ遺跡と深田Ⅱ遺跡

の間には沢が商流する｡標高約310-320mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地である｡縄

文土器が表採される｡

長坂Ⅰ遺跡は､深田沢の支流の左岸に位置する｡標高約400-410mの西から東に下る緩斜面に立地する｡

現況は山林であるが､一部立木が伐採されており､その切り出し道に遺物が散布している｡遺跡の周囲は丘陵

地形となっており､丘陵に囲まれた凹地において遺物が表採される｡遺跡南辺には小さな沢が東流している｡

縄文土器､石鎌が表採される｡

長坂Ⅱ遺跡は､長坂Ⅰ遺跡の南方約150mの丘陵をひとつ挟んだ北西から南東に下る緩斜面に立地する｡標

高は約400mである｡現況は畑地である｡遺跡南辺には沢が東流している｡縄文土器が表採される｡

横倉Ⅰ遺跡は､長内川の支流である川又川の左岸に位置する｡標高約290-300mの北西から南東に延びる丘

陵の南西側斜面に立地する｡現況は畑地である｡遺跡の南西辺には沢が流れている｡縄文土器､土師器が表採

される｡

横倉Ⅱ遺跡は､横倉Ⅰ遺跡の南方約150mに位置し､北西から南東に延びる丘陵の北東斜面標高約260mに立

地する｡丘陵の北東側及び南西側には沢が流れている｡現況は畑地及び山林である｡縄文土器､土師器が表採

される｡

横の木遺跡は､長内川の左岸､標高約140mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地である｡縄文

土器､磨製石斧､石槍が表採される｡遺物の分布密度は比較的濃い｡

高根遺跡は､標高約310-320mの北から南に下る斜面に立地する｡比較的急な傾斜地である｡遺跡の南側に

小さな沢が流れており､その沢近くにおいて傾斜がやや緩くなっている｡縄文土器が表採される｡
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第4図　山根町深田地区遺跡分布図
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 舒)��)�R�縄文土器深鉢 几)��ImImｨ�9E�鏈[b� ��c)�ﾙLS��

2 舒)��)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c)�ﾙLS"�

3 舒)��)�R�縄文土器深鉢 �>ｩ[ih�lR� ��c)�ﾙLS2�

4 舒)��)�R�土師器聾 丶�ｨ7�4ｸ4ﾊI>�lｨ6�6b� ��c)�ﾙLSB�

5 舒)��)�R�土師器嚢 �>�､�ｨ-h8�6�6jB� ��c)�ﾙLSR�

6 ��ｹ68uH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%����繊維含 ��c)�ﾙLSb�

7 ��ｹ68uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c)�ﾙLSr�

8 ��ｹ68uX�)�R�縄文土琴深鉢 �$ﾅ)Z����繊維含 ��c)�ﾙLS��

9 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS��

10 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS���

ll �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS���

12 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS�"�

13 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c)�ﾙLS�2�

14 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS�B�

15 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c)�ﾙLS�R�

16 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS�b�

17 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS�r�

18 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c)�ﾙLS���

19 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS���

20 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS#��

21 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS#��

22 �+xﾞ(uH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c)�ﾙLS#"�

23 �+xﾞ(uX�)�R�土師器聾 �>�､�ｨ-h8�6�6b� ��c)�ﾙLS#2�

24 �+xﾞ(uX�)�R�土師器聾 �>�､�ｨ-h8�6�6b� ��c)�ﾙLS#B�

25. �8���uH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c)�ﾙLS#R�

26 ����uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLS#b�

27 ����uH�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c)�ﾙLS#r�

28 ����uH�)�R�土師器整 �>�､�ｨ-h8�6�6b� ��c)�ﾙLS#��

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ����uH�)�R�土師器聾 �>�､�ｨ-h8�6�6b� ��c)�ﾙLS#��

横倉Ⅰ遺跡 �7倡Hｮﾙ��内外面へラナデ ��第2図版30 

横倉Ⅱ遺跡 横倉Ⅱ遺跡 横倉Ⅱ遺跡 横倉Ⅱ遺跡 横倉Ⅱ遺跡 �>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�縄文不明 ���査ｭﾂ�第2図版31 

縄文土器深鉢 �>ｩ[iW9k��繊維含 ��c)�ﾙLS3"�

縄文土器深鉢 ��ｹ+��ﾉ[jI����ﾘ�｢�� ��c)�ﾙLS32�

縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��c)�ﾙLS3B�

絶文土器探鉢 冖9[b�織維含 ��c)�ﾙLS3R�

横倉Ⅱ遺跡 横倉Ⅱ遺跡 横倉Ⅱ遺跡 横倉Ⅱ遺跡 �>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�RL単節 ��H査ｭﾂ�第2図版36 

縄文土器深鉢 冖9[b� ��c)�ﾙLS3r�

土師器聾 �>�､�ｨ-h8�6�6b� ��c)�ﾙLS3��

土師器鷺 �.ｩYIm駅Hﾚﾒ� ��c)�ﾙLS3��

第5図　山根町深田地区表採遺物(1)
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

40 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c)�ﾙLSC��

41 ��,ﾉm�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��c)�ﾙLSC��

42 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLSC"�

43 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLSC2�

44 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLSCB�

45 ��,ﾉm�)�R�絶文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLSCR�

46 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c)�ﾙLSCb�

47 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLSCr�

48 ��,ﾉm�)�R�縄文土器探鉢 僞�鏈[b� ��c)�ﾙLSC��

49 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLSS��

50 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c)�ﾙLSC��

51 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��c)�ﾙLSS��

52 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��c)�ﾙLSS"�

53 亢�,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c)�ﾙLSS2�

54 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c9�ﾙLS��

55 ��,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢? 冖9[b�7倡Hｮﾓ�� ��c9�ﾙLS"�

56 亢�,ﾉm�)�R�縄文土器深鉢? 冖9[b� ��c9�ﾙLS2�

57 ��,ﾉm�)�R�土師器饗 �8�5(6�6b� ��c9�ﾙLSB�

58 ��,ﾉm�)�R�土師器整 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｨﾟﾉm�m｢� ��c9�ﾙLSR�

59 ��,ﾉm�)�R�土師器嚢 �>�､�ｨ-h8�6�6b� ��c9�ﾙLSb�

60 ��,ﾉm�)�R�土師器整 �>�､�ｨ6�6b� ��c9�ﾙLSr�

61 ��,ﾉm�)�R�土師器整? 冖9[b� ��c9�ﾙLS��

62 俘(ﾚｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c9�ﾙLS���

63 俘(ﾚｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c9�ﾙLS���

64 俘(ﾚｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c9�ﾙLS�"�

65 俘(ﾚｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c9�ﾙLS�2�

66 俘(ﾚｨ�)�R�土師器餐? �>�､�ｨ6�6b� ��c9�ﾙLS�B�

67 俘(竧�)�R�土師器嚢? �8ﾘ4�8ﾙm｣�� ��c9�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 佝��B�計測 �&ﾂ�%�絹6ﾒ��偬I|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

68 �+xﾞ(uH�)�R�石錬 ��(2.7) 茶��"��(0.5) 茶��"��硬質頁岩 �� 

69 ��,ﾉm�)�R�石槍 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(5.3) �"���1.0 茶ゅ���石釈岩 ��c9�ﾙLS�� 

- 10　-

第6図　山根町深田地区表採遺物(2)
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深田Ⅱ遺跡

長坂Ⅱ遺跡

横倉Ⅱ遺跡

深田Ⅰ遺跡

長坂Ⅰ遺跡

横倉Ⅰ遺跡

横の木遺跡

第2図版　山根町深田地区表採遺物
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横の木遺跡

高根遺跡(北東より)

高根遺跡

第3図版　山根町深田地区表採遺物･遺跡
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岩脇遺跡(南東より)

深田Ⅱ遺跡(南西より)

長坂Ⅱ遺跡(東より)

横倉Ⅱ遺跡(南西より)

深田Ⅰ遺跡(南西より)

長坂Ⅰ遺跡(南東より)

横倉Ⅰ遺跡(西より)

柿の木遺跡(南より)
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第4図版　山根町深田地区遺跡



3　山根町木売内地区(第7-9図､第5 ･ 6図版)

山根町木売内地区は､長内川の支流である川又川上流域及び葛形沢流域に相当する｡

保礼羅Ⅰ遺跡は､葛形沢左岸､標高約230-240mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地である｡

遺跡の東辺に沢が流れている｡縄文土器が表採される｡

保礼羅Ⅱ遺跡は､保礼羅Ⅰ遺跡の南西約500m､葛形沢左岸に位置する｡標高約230-240mの北西から南東

に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地及び荒れ地である｡遺跡南東辺には沢が流れている｡縄文土器､弥生土

器が表採される｡遺物の散布密度は比較的濃い｡

橋場遺跡は､葛形沢左岸､標高約250-260mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地である｡縄文

土器が表採される｡

年越遺跡は､葛形沢右岸､標高約290-300mの南から北に下る斜面に立地する｡遺跡北半はやや傾斜が緩い

が､南半は傾斜がきつくなる｡現況は畑地である｡遺跡北東辺に沢が流れている｡縄文土器が表採される｡

千足遺跡は､葛形沢右岸､標高約340-350mの南東から北西に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地及び牧辛

地である｡縄文土器が表採される｡

- 14　-
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番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 兢ｹ~yxXuH�)�R�JF68.1156 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 伜(ﾚｩ*ﾈ鬩m羽I>��c��&險B�新規 

2 兢ｹ~yxXuX�)�R�JF68.1173 伜YWｩ&��縄文土器(前.級.晩期)､弥生土器 伜(ﾚｩ*ﾈ鬩m羽I>��c��&險B�新規 

3 仆H�ｨ�)�R�JF68.2087 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 伜(ﾚｩ*ﾈ鬩m羽I>��c�&險B�新規 

4 僖阯ｨ�)�R�JF78,0084 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 伜(ﾚｩ*ﾈ鬩m羽I>��c9&險B�新規 

5 ��y�ｸ�)�R�JF78.1080 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 伜)L)*ﾈ鬩m依9>��c9&險B�新規 

第7図　山根町木売内地区遺跡分布図
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0　　　1:3　　10cm

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 兢ｹ~yxXuH�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b�繊維含 ��cY�ﾙLS��

2 兢ｹ~yxXuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLS"�

3 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 ���9�)[b�繊維含 ��cY�ﾙLS2�

4 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLSB�

5 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLSR�

6 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%����政経含 ��cY�ﾙLSb�

7 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��cY�ﾙLSr�

8 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b� ��cY�ﾙLS��

9 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLS��

10 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLS���

ll 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLS���

12 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cY�ﾙLS�"�

13 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��cY�ﾙLS�2�

14 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9�ⅸﾏｹ���9����謇<ｹ[b�繊維含 ��cY�ﾙLS�B�

15 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9�ⅸﾏｹ���9����謇<ｹ[b�繊維含 ��cY�ﾙLS�R�

16 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 �<ｸｴ鵐ﾅ)%���� ��cY�ﾙLS�b�

17 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jI����ﾘ�｢� ��cY�ﾙLS�r�

18 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cY�ﾙLS���

19 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLS���

20 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器江口? 版)%���� ��cY�ﾙLS#��

21 兢ｹ~yxXuX�)�R�絶文土器注口? 版)%���� ��cY�ﾙLS#��

22 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLS#"�

23 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLS#2�

24 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLS#B�

第8図　山根町木売内地区表採遺物(1)
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細93曹
34

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

25 兢ｹ~x蝌uX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLS#R�

26 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 冖9[b� ��cY�ﾙLS#b�

27 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 ���[jIh���>ｩ[jDﾅ)%���� ��cY�ﾙLS#r�

28 兢ｹ~yxX鼈�)�R�縄文土器鉢 冑���>ｩ[jH揵<ｸｴ鵙$ﾉ%���� ��cY�ﾙLS#��

29 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 冽(餽�9[b� ��cY�ﾙLS#��

30 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 �8鬩[b� ��cY�ﾙLS3��

31 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cY�ﾙLS3��

32 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��cY�ﾙLS3"�

33 兢ｹ~yxXuX�)�R�縄文土器台部 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cY�ﾙLS32�

34 兢ｹ~yxXuX�)�R�弥生土器深鉢 兌ﾘﾗ9+��ﾉ[jHﾏ�ﾍﾘ謇<ｲ� ��cY�ﾙLS3B�

35 兢ｹ~yxXuX�)�R�弥生土器深鉢 僞�鏈[b� ��cY�ﾙLS3R�

36 仆H�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cY�ﾙLS3b�

37 仆H�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLS3r�

38 仆H�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��cY�ﾙLS3��

39 仆H�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLS3��

40 僖阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLSC��

41 僖阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��cY�ﾙLSC��

42 僖阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��cY�ﾙLSC"�

43 僖阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cY�ﾙLSC2�

44 ��y�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLSCB�

45 ��y�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��cY�ﾙLSCR�

46 ��y�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cY�ﾙLSCb�

47 ��y�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cY�ﾙLSCr�

48 ��y�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cY�ﾙLSC��

49 ��y�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cY�ﾙLSC��

50 ��y�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cY�ﾙLSS��

第9図　山根町木売内地区表採遺物(2)
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保礼羅Ⅰ遺跡

保礼羅Ⅱ遺跡

千足遺跡
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保礼羅Ⅱ遺跡

保礼羅Ⅱ遺跡

第5図版　山根町木売内地区表採遺物

年越遺跡



保礼羅Ⅰ遺跡(東北より)

保礼羅Ⅱ遺跡(南西より)

年越遺跡(奥の斜面　北より)

保礼羅Ⅱ遺跡(北東より)

橋場遺跡(南より)

千足遺跡(南西より)

第6図版　山根町木売内地区遺跡
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4　山根町細野地区(第10-13図､第7 ･ 8図版)

山根町細野地区は､長内川の支流である細野沢流域に相当する｡

細工藤遺跡は､細野沢左岸､標高約340-350mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地である｡遺

跡南辺に沢が東流している｡縄文土器が表採される｡

細野館は､細野沢とその支流に挟まれ北に延びる標高約370- 385mの丘陵に立地する平山城である｡現況

は山林である｡丘陵頂部には､愛宕山神社が鋲座している｡遺構は､主部､空堀､土塁が残存している｡館跡

は南北に長く､南側の最も高い面が主部で､南北約70m､東西約20mの規模である｡主部北側に二段の小規模

な平場が認められる｡この主部と二段の平場を取り囲むように西側から北側にかけて長さ約250mにわたり空

堀が廻り､空掘外側には土塁が設けられている｡空掘の北側には､さらに小規模な平場が連続して数段認めら

れる(第10図) ｡館主は､八屋氏とされているが､詳細は不明である｡

野頭Ⅰ遺跡は､細野沢左岸､標高約420-430mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡遺跡と細野沢の間

には小さな沢が細野沢に沿って流れている｡現況は畑地である｡縄文土器が表採される｡

野頭Ⅱ遺跡は､細野沢左岸､標高約450-460mのほぼ平坦面に立地する｡現況は畑地及び牧草地である｡遺

跡北辺には小さな沢が流れている｡縄文土器､石器が表採される｡遺物の散布密度は濃く､付近に住む中上好

文氏が本遺跡から採集した遺物を保管している(第7図版) ｡保管している遺物は縄文時代後期の深鉢の破片､

縄文時代の磨製石斧､石鉄､石錐､小形磨製石斧等である｡

第10図　細野舘平面略図
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番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 俤xﾔ�:��)�R�JF78.2035 伜YWｩ&��縄文土器 伜(ﾚｩ*ﾈ鬨ﾝynﾉ�cI&險B�新規 

2 俤ynﾈｭ��JF88.0017 ��亊��R�主郭､空堀､土塁 伜(ﾚｩ*ﾈ鬨ﾝynﾉ�c)&險B�昭和59年度城館調査 

3 冢ﾉ:ｨuH�)�R�JF88.0081 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 伜(ﾚｩ*ﾈ鬨ﾝynﾉ�c�&險B� 

4 冢ﾉ:ｨuX�)�R�JF87.1317 伜YWｩ&��縄文土器(前.中.後.晩期)､石錬､石斧 伜(ﾚｩ*ﾈ鬨ﾝynﾉ�c�&險B�新規 

第11図　山根町細野地区遺跡分布図
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36　　　　　　37

D留H毎0.0
38 1:3 39 10cm

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 俤xﾔ�:��)�R�縄文土器深鉢 冖9��� ��cy�ﾙLS��

2 俤xﾔ�:��)�R�土師器襲? 冑�lXﾋ�)�� ��cy�ﾙLS"�

3 冢ﾉ:ｨuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cy�ﾙLS2�

4 冢ﾉ:ｨuH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��cy�ﾙLSB�

5 冢ﾉ:ｨuH�)�R�縄文土器? 冖9[b� ��cy�ﾙLSR�

6 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9��� ��cy�ﾙLSb�

7 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cy�ﾙLSr�

8 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��cy�ﾙLS��

9 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cy�ﾙLS��

10 冢ﾉ:ｨuX�)�R�絶文土器深鉢 版)%���� ��cy�ﾙLS���

ll 冢ﾉ:ｨuX�)�R�絶文土器深鉢 版)%��ⅸﾏｹ���9�y[b�織維含 ��cy�ﾙLS���

12 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��cy�ﾙLS�"�

13 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冑�lXﾋ�)��繊維含 ��cy�ﾙLS�2�

14 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cy�ﾙLS�B�

15 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cy�ﾙLS�R�

16 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jHﾏｹ���8ﾘ�｢� ��cy�ﾙLS�b�

17 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��cy�ﾙLS�r�

18 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �<ｸｴ鶫+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS���

19 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �<ｸｴ餾B� ��cy�ﾙLS���

20 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 俘�ｪI+��ﾉ[b� ��cy�ﾙLS#��

21 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 俘�｢� ��cy�ﾙLS#��

22 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 俘�ｪI+��ﾉ[b� ��cy�ﾙLS#"�

23 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 俘�ｪI+��ﾉ[b� ��cy�ﾙLS#2�

24 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��cy�ﾙLS#B�

25 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS#R�

26 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��cy�ﾙLS#b�

27 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 几)���4ﾅ)>ｩ[b� ��cy�ﾙLS#r�

28 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS#��

29 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jH苓ﾆ�謇<ｹ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS#��

30 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��cy�ﾙLS3��

31 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS3��

32 冢ﾉ:ｨuX�)�R�絶文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS3"�

33 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS32�

34 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jI'ﾈｬx�8謇<ｹ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS3B�

35 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS3R�

36 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��cy�ﾙLS3b�

37 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��cy�ﾙLS3r�

38 39 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLS3��

野頭Ⅱ遺跡 �>ｩ[i7舒ﾙ�ｹJｲ�沈線文､LR単節 ��第7図版39 

40 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��cy�ﾙLSC��

第12図　山根町細野地区表採遺物(1)
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41　　　　42
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52　　　　　53
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54

47　　　　　　48

57

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

41 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ"�%���� ��

42 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

43 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

44 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

45 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

46 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

47 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

48 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

49 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

50 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��

51 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��

52 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器壷 冖9[b� ��

53 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器鉢? �+��ﾉ[b� ��

54 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jH謇<ｹ[jDﾅ)%���� ��

55 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器壷 冖9[b� ��

56 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��

57 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��

58 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��

59 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��

60 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��

61 冢ﾉ:ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��

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 

62 冢ﾉ:ｨuX�)�R�石鎌 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�(2.0) �����0.3 茶�絣��硬質頁岩 ��cy�ﾙLSc"� 

63 冢ﾉ:ｨuX�)�R�石鍍 儺鞍��1.9 ��紕�0.3 ��綯�硬質頁岩 ��cy�ﾙLSc2� 

64 冢ﾉ:ｨuX�)�R�石鉾 �8��(1.4) 茶��"��(0.3) 茶��"��馬璃 ��cy�ﾙLScB� 

65 冢ﾉ:ｨuX�)�R�? ��(2.2) 茶�纈��(0.7) 茶�纈��硬質頁岩 ��cy�ﾙLScR� 

66 冢ﾉ:ｨuX�)�R�スクレイパー ��2.3 �"�"�0.7 釘���硬質頁岩 ��cy�ﾙLScb� 

67 冢ﾉ:ｨuX�)�R�スクレイパー ��2.8 �2縒�1.1 免ﾂ紕�硬質頁岩 ��cy�ﾙLScr� 

第13図　山根町細野地区表採遺物(2)
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野頭Ⅱ遺跡

野頭Ⅱ遺跡

野頭Ⅱ遺跡採集遺物(小上好文民所蔵)
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野頭Ⅱ遺跡

野頭Ⅱ遺跡

野頭Ⅱ遺跡採集遺物(小上好文民所蔵)

第7図版　山根町細野地区表採遺物
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細工藤遺跡(北東より)

野頭Ⅰ遺跡(南西より)

細野館(北より)

野頭Ⅱ遺跡(北東より)

第8図版　山根町細野地区遺跡
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5　山根町端神地区(第14-16図､第9 ･10図版)

山根町端神地区は､長内川の支流である南畑沢の流域に相当する｡

清水川遺跡は､南畑沢左岸､標高約300mのほぼ平坦面に立地する｡現況は畑地及び牧草地である｡遺跡北

辺には沢が流れている｡縄文土器が表採される｡

端神遺跡は､南畑沢右岸､標高約340-380mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡斜面に沿って遺跡の

中央を沢が流れている｡現況は水田及び畑地である｡縄文土器及び土師器が表採される｡縄文土器は全体的に

散布しており､土師器は北東の低位面で表採される｡本遺跡から採集された遺物が､端神公民館に保管されて

いる(第9図版) ｡採集者は付近に住む伊藤仁三郎氏である｡縄文時代後期の土器､石鉄､磨製石斧等が保管

されている｡

大久保遺跡は､南畑沢左岸､標高約410-430mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地である0

遺跡北東辺には沢が流れている｡縄文土器が表採される｡

円館遺跡は､南畑沢左岸､標高約420mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地である｡縄文土器

が表採される｡
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番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 ��I�Y�ﾈ�)�R�JF78.2270 伜YWｩ&��絶文土器(後期) 伜(ﾚｩ*ﾈ鬩%ｹ���cY&險B�新規 

2 �%ｹ��)�R�JF88.1126 伜YWｩ&��絶文土器(後期)､石錬､石斧､土師器 伜(ﾚｩ*ﾈ鬩%ｹ���c)&險B� 

3 ��Xｷi]ｸ�)�R�JF88.1110 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 伜(ﾚｩ*ﾈ鬩%ｹ���c�&險B�新規 

4 �隴�)�R�JF88.1050 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 伜(ﾚｩ*ﾈ鬩%ｹ���c�&險B�新規 

第14図　山根町端神地区遺物分布図
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亡436 ＼腰｣t237

0　　　1:3　　10cm

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 ��I�Y�ﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS��

2 ��I�Y�ﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS"�

3 ��I�Y�ﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS2�

4 ��I�Y�ﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLSB�

5 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLSR�

6 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLSb�

7 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLSr�

8 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c��ﾙLS��

9 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS��

10 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS���

ll �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS���

12 �%ｹ��)�R�絶文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLS�"�

13 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS�2�

14 �%ｹ��)�R�土師器聾 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｨ6�6b� ��c��ﾙLS�B�

15 �%ｹ��)�R�土師器鷺 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｨ6�6b� ��c��ﾙLS�R�

16 �%ｹ��)�R�土師器整 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｨﾟﾉm�m｢� ��c��ﾙLS�b�

17 �%ｹ��)�R�土師器聾 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｨ-h8�6�6b� ��c��ﾙLS�r�

18 �%ｹ��)�R�土師器聾 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｨ-h8�6�6b� ��c��ﾙLS���

19 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��c��ﾙLS���

20 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS#��

21 �%ｹ��)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��c��ﾙLS#��

22 �%ｹ��)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS#"�

23 �%ｹ��)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS#2�

24 �%ｹ��)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS#B�

25 �%ｹ��)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLS#R�

26 �%ｹ��)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS#b�

27 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jI>ｩ[b� ��c��ﾙLS#r�

28 �%ｹ��)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS#��

29 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c��ﾙLS#��

30 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS3��

31 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS3��

32 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS3"�

33 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS32�

34 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLS3B�

35 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c��ﾙLS3R�

36 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c��ﾙLS3b�

37 �%ｹ��)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c��ﾙLS3r�

第15図　山根町端神地区表採遺物(1)
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

38 ��Xｷi]ｸ�)�R�絶文土器深鉢 冖9[b� ��c��ﾙLS3��

39 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLS3��

40 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��c��ﾙLSC��

41 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSC��

42 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSC"�

43 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLSC2�

44 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSCB�

45 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 冖9��� ��c��ﾙLSCR�

46 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSCb�

47 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSCr�

48 ��Xｷi]ｸ�)�R�純文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSC��

49 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSC��

50 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSS��

51 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLSS��

52 ��Xｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c��ﾙLSS"�

53 �隴�)�R�絶文土器深鉢 版)%���� ��c��ﾙLSS2�

54 �隴�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c��ﾙLSSB�

第16図　山根町端神地区表採遺物(2)
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清水川遺跡

大久保遺跡

端神遺跡採集遺物(伊藤仁三郎氏採集､端神公民館蔵)

第9図版　山根町端神地区表採遺物
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清水川遺跡(南より)

端神遺跡(北東より)

円館遺跡(南より)

端神遺跡(北東より)

大久保遺跡(南より)

第10図版　山根町端神地区遺跡
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6　山根町下戸鎖地区(第17-20図､第11 ･ 12図版)

山根町下戸鎖地区は､長内川流域の地区に相当する｡

山根館は､長内川右岸の北東から南西に張り出した､通称館平といわれている標高約220-260mの丘陵に立

地する平山城である｡丘陵に沿って長内川が蛇行し､館跡をとり巻いている｡現況は山林である｡遺構は主部､

帯郭､空掘､土塁が残存している｡主郭は北東～南西約150m､北西～南東約100mの規模である｡主郭北側に

は丘陵の付け根を分断するように空堀があり､空堀の主郭側に土塁が設けられている｡また､主郭西側にも空

堀があり､その空堀の西側には土塁及び平場が認められる(第17図) ｡館主は伊藤氏と伝えられており､別称

伊藤館とも呼ばれているが､詳細は不明である｡また､館跡南西裾部の畑地において､縄文土器が表採される｡

下馬越遺跡は､長内川右岸､標高約280mの東から西に下る緩斜面に立地する｡遺跡は蛇行する長内川に取

り囲まれている｡現況は畑地である｡縄文土器､石器が表採される｡

上馬越遺跡は､長内川右岸､標高約310-320mの北東から南西に延びる丘陵の北西斜面に立地する｡斜面は

比較的急傾斜である｡現況は畑地及び牧草地である｡縄文土器が表採される｡

第17図版　山根舘平面略図
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第18図　山根町下戸鏡地区遺跡分布図
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10cm

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[jE$ﾉ%����蝕椎含 ��c���ﾙLS��

2 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 几)�ﾉ[jI+��ﾉ[jDﾅ$ﾉZ���� ��c���ﾙLS"�

3 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c���ﾙLS2�

4 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��c���ﾙLSB�

5 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 佰ｹ���8ﾘ�ｪIk9[b� ��c���ﾙLSR�

6 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c���ﾙLSb�

7 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c���ﾙLSr�

8 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 冖9��� ��c���ﾙLS��

9 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 冑�lR�繊維含 ��c���ﾙLS��

10 伜(ﾚｨｭ��縄文土器深鉢 冖9[b�繊維含 ��c���ﾙLS���

ll �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c���ﾙLS���

12 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c���ﾙLS�"�

13 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c���ﾙLS�2�

14 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS�B�

15 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c���ﾙLS�R�

16 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c���ﾙLS�b�

17 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS�r�

18 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS���

19 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS���

20 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9��� ��c���ﾙLS#��

21 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS#��

22 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS#"�

23 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9��� ��c���ﾙLS#2�

24 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c���ﾙLS#B�

25 �ｩF阯ｨ�)�R�絶文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS#R�

26 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS#b�

27 �ｩF阯ｨ�)�R�絶文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c���ﾙLS#r�

28 �ｩF阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS#��

第19図　山根町下戸鎖地区表採遺物(1)
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2:3　　　　5cm

- I(1-
47

0 1:3　5cm
: . 】 ⊥_L｣

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

29 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[c��鼓維含 ��c���ﾙLS3��

30 ��9F阯ｨ�)�R�組文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��c���ﾙLS3"�

31 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS32�

32 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c���ﾙLS3B�

33 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c���ﾙLS3R�

34 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c���ﾙLS3b�

35 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c���ﾙLS3r�

36 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%����繊維含 ��c���ﾙLS3��

37 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLS3��

38 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLSC��

39 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLSC��

40 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLSC"�

41 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9��� ��c���ﾙLSC2�

42 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c���ﾙLSCB�

43 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c���ﾙLSCR�

44 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c���ﾙLSCb�

45 ��9F阯ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c���ﾙLSCr�

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 �&ﾂ�%�絹6ﾒ��偬I|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

46 �ｩF阯ｨ�)�R�スクレイパー ��2.8 釘綯�0.9 ���綯�流紋岩 ��c���ﾙLS#�� 

47 �ｩF阯ｨ�)�R�磨製石斧 ��(5.0) 茶2�"��2.5 茶c偵鋳�閃緑岩 ��c���ﾙLS3�� 

第20図　山根町下戸鎖地区表採遺物(2)
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下馬越遺跡
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上馬越遺跡

下馬越遺跡

第11図版　山根町下戸鎖地区表採遺物

上馬越遺跡



山根館(南より)

山根舘空堀西端部(西より)

下馬越遺跡(北東より)

山根館空堀東端部(東より)

山根舘南西裾部(北西より)

上馬越遺跡(西より)

第12図版　山根町下戸鎖地区遺跡
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7　山根町上戸鎖地区(第21 ･22図､第13図版)

山根町上戸鎖地区は､長内川上流域に相当する｡

赤馬立遺跡は､長内川右岸､標高約350mの東から西に下る緩斜面に立地する｡現況は畑地､牧草地及び荒

れ地である｡縄文土器が表採される｡付近に住む細畑信夫氏が遺跡から採集した遺物を保管している(第22図

2-21､第13図版2-24) ｡縄文時代後期の土器､磨製石斧､磨石等が保管されている｡

上戸鎖遺跡は､長内川支流の右岸､標高約430mの北から南に下る緩斜面に立地す

る｡現況は畑地及び山林である｡縄文土器が表採される｡
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS"�

2 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS2�

3 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c�9�ﾙLSB�

4 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c�9�ﾙLSR�

5 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c�9�ﾙLSb�

6 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c�9�ﾙLSr�

7 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���� ��c�9�ﾙLS��

8 ��IF騷x�)�R�縄文土器探鉢 �$ﾉ%���� ��c�9�ﾙLS��

9 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c�9�ﾙLS���

10 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c�9�ﾙLS���

ll ��IF騷x�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���� ��c�9�ﾙLS�"�

12 ��IF騷x�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%����アスファルト付着 ��c�9�ﾙLS�2�

13 ��IF騷x�)�R�絶文土器鉢 �7ｸ5�98�95ﾉWJI+��ﾉ[jI>ｩ[ih�lR� ��c�9�ﾙLS�B�

14 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jIFx�8ﾏｸ偐� ��c�9�ﾙLS�R�

15 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�9�ﾙLS�b�

16 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c�9�ﾙLS�r�

17 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���� ��c�9�ﾙLS���

18 ��IF騷x�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jIk9[b� ��c�9�ﾙLS���

19 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jI.ｩYImI�8ﾚﾒ� ��c�9�ﾙLS#��

20 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�9�ﾙLS#��

21 ��IF騷x�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jI.ｩYHﾟ�,ﾈ搏�8ﾚﾙ[b� ��c�9�ﾙLS#"�

22 ��8ﾌｸﾛﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���� ��c�9�ﾙLS#R�

第22図　山根町上戸鎖地区表採遺物
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赤間立遺跡表採遺物

赤間立遺跡採集遺物(細畑信夫氏所蔵)

赤間立遺跡(南西より)

赤間立遺跡採集遺物(細畑信夫氏所蔵)

上戸鎖遺跡

上戸鎖遺跡(南西より)

第13図版　山根町上戸鎖地区表採遺物､遺跡
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8　ま　　と　　め

今回の調査対象地においては､これまで埋蔵文化財包蔵地として遺跡台帳に登録されていた遺跡は大川目町

滝遺跡､山根町野頭遺跡､端神遺跡､細野館､山根館の5箇所であった｡特に山根町地区は広大な面積を有し

ているが､これまで山根町全域にわたる遺跡の分布調査が行なわれていなかったため､その面横に較べ遺跡の

分布数は少なかった｡さらに山根町地区は､久慈地方に特徴的に認められる海岸段丘が形成されている範囲か

らはずれた山地地形であるため､ほとんどが急峻な地形を望し､岩盤が露出しているところが多い｡しかしな

がら､長内川及びその支流沿いには谷底平野が形成されており､緩やかな斜面が認められ､そのような箇所に

遺跡が立地する例が多い｡

今回の分布調査によって､新たに23箇所の遺跡が発見された｡全体的には縄文時代に属する遺跡が主体であ

るが､弥生時代､古代に属する遺物も表採されている｡

また､山根町地区は､近世においては､鉄山経営が盛んに行なわれ､鉄山が数箇所発見されている｡鉄山は

広大な面積にわたり､今回の限られた期間での分布調査では､範囲の把握が困難であったため､遺跡分布図に

は登録できなかった｡今回の分布調査の対象地内において､その存在が確認されている鉄山は､大川目町滝地

区のそで山鉄山､山根町深田地区の下平鉄山､上平鉄山､竹倉部鉄山､山根町端神地区の大久保鉄山､栃沢鉄

山､山根町下戸鎖地区の山館鉄山､鹿ごめ鉄山､山根町上戸鎖地区の翁沢鉄山､木古地鉄山が挙げられている｡

これらの鉄山に関しては今後さらに現地の調査を実施し､範囲等の確認を要するものである｡

さらに､山根町には洞穴がいくつか所在しており､洞穴遺跡､岩陰遺跡が存在する可能性がある｡山根町は

地質学的には安家石灰岩地帯に一部含まれており､石灰岩が雨により溶触され形成されるカルスト地形(溶触

地形)が認められる｡カルスト地形の発達した地区においては地下に石灰洞が形成されている｡カルスト地形

は上戸鎖､中戸鎖､端神､高根地区等に認められ､これらの地区で洞穴の存在が一部確認されており､洞穴遺

跡になる可能性がある｡今回の分布調査では､岩盤の崩壊､土砂や枯れ葉の厚い堆積等により遺物の採集は不

可能であった｡隣接する岩泉町､山形村においては洞穴遺跡が確認されており､久慈市内に存在する洞穴に関

しても今後さらに調査を行なう必要があろう｡
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