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久慈市には多くの埋蔵文化財が分布していますo埋蔵文化財は､郷土の歴史

を知るうえで貴重な文化遺産であり､それらを正しく理解し､保護･活用を図

り､後世に伝えていかなければなりません｡

近年､各種開発事業に伴い､埋蔵文化財の発掘調査件数が増加しています｡

開発事業と埋蔵文化財保護との調整を図るためには､遺跡の分布状況や内容等

を把握する必要がありますoそのため､教育委員会では平成元年度から国庫補

助金及び県費補助金の交付を受けて､市内遺跡詳細分布調査事業を実施してお

り､平成7年度は夏井町地区を対象として調査を実施いたしました｡

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

での資料となるものであり､その一助となれば幸いです｡

調査の実施にあたっては､文化庁･岩手県教育委員会文化課をはじめ､関係

各位の御指導､御協力をいただきましたことに､心より感謝申し上げます｡

平成8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7年度文化財保護事業として国庫及び県費補助金の交付を受けて久慈市教育委員

会が実施した｡

市内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｡

事務局体制　社会教育課長　岩泉　敏明

郷土文化係長　末崎　順一

文化財調査員　千葉　啓蔵

調査体制　調　査　員　千葉　啓蔵

屋外作業員　田中　和子　　畑中　勝子

屋内作業員　田中　和子　　畑中　勝子

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いる｡
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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し､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o広さは､東西21･ 10km､南北33･25km､面積は327.22km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

野である｡気候は夏は涼しく､冬は温暖である｡

久慈市内において､現在約380箇所の遺跡の所在が確認されている｡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

跡がまだ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｡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金及び県費補助金
●

の交付を受け､市内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年度までの

4年次で実施した｡平成7年度は第2期3年次計画の3年目にあたり､夏井町地区を対象として分

布調査を実施した(第1図) 0

今年度は踏査による分布調査を実施し､その結果､対象地区において､周知の遺跡22箇所に加

え､新たに9箇所の遺跡が発見された｡遺跡台帳に登録されている箇所でも､現在､旧耕地あるい

は植林されているため､遺物の採集が不可能な遺跡もあった｡前述したように､山林地においては

遺物の採集が不可能であるため､遺跡の所在が確認できない箇所もあることから､対象地区におけ

る遺跡数はさらに増加するものと予想される｡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､新規登録として取り扱うこととし

た｡

調査の結果は､遺跡詳細分布調査カードに記載し､当教育委員会で保管している｡
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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宇津目･鳥谷･国丹地区(第2-4図､第1-4図版)

宇津目Ⅰ遺跡は､標高約30-40mの南西から北東に延びる丘陵上に立地する｡丘陵南東側には沢

が流れている｡現状は畑地及び山林である｡縄文時代後期の土器､土師器等が採集された｡宇津目

Ⅱ遺跡は､標高約30mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡遺跡中央には南西から北東に向か

って沢が流れている｡現状は畑地及び荒れ地である｡縄文土器の細片が採集された｡

鳥谷館跡は､鳥谷川右岸の標高約40-95mの丘陵に立地する｡現状は山林である｡丘陵の南側に

幅約2 m､長さ約30-40mの空堀が残っている｡館主は天正19年の九戸政実の乱で南部方として出

陣した鳥谷大炊と推定されている｡

鳥谷窯跡は､鳥谷館跡の西方約40m､鳥谷館跡が立地する丘陵の付け根の南側裾部に位置する｡

現状は山林で､ 2基の窯跡が凹地となって残存している｡北から南に下る傾斜面に立地し､窯跡の

西側から南側にかけては沢が流れている｡窯跡の東側には人工的と思われる平坦面が認められる｡

窯跡の規模は､南側の窯跡が長さ約7m､幅約3m､北側の窯跡が長さ約6m幅約3.5mである｡

窯跡凹地からは多量の陶器片や窯道具が採集される(第3図版19-21､第4図版22-29) 0

国丹遺跡は､標高約50-60mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地及び山林である｡

遺跡の西側には沢が南流し､鳥谷川に注いでいる｡遺物の散布量は多く､縄文時代前期後半の遺物

が主体で､土器､石鉄､磨石､フレークなどが採集された｡

-3-
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宇津目Ⅰ遺跡

鳥谷館跡遠景

鳥谷館跡空堀跡

鳥谷窯跡

宇津目Ⅱ遺跡

鳥谷館跡空堀跡

国丹遺跡
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第2図版　宇津目･鳥谷･国丹地区遺跡



宇津目Ⅰ遺跡採集遺物

国丹遺跡採集遺物

国丹遺跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物
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国丹遺跡採集遺物

国丹遺跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物

第3図版　宇津目･鳥谷･国丹地区採集遺物



鳥谷窯跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物

鳥谷窯跡採集遺物
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第4図版　鳥谷地区採集遺物



2　黒沼･早坂地区(第5･6図､第5･6図版)

大久保館跡は､夏井川左岸の北から南に張り出す標高約30mの低位段丘面に立地する｡南北約

100m､東西約50mで規模は小さい｡現状は山林及び荒れ地である｡現状は平坦な面が認められる

他は館に伴う遺構は特に認められない｡平坦面には墓碑が数現存している｡大久保某氏の居館と伝

えられるが､築城年代等は不明である｡

館の平館跡は､夏井川右岸､標高約40-90mの南西から北東に延びる丘陵に立地する｡現状は山

林である｡遺構としては館跡東端部に長さ約50m､幅約2m､深さ約1mの空堀､西端頂上付近に

長さ約50m､幅約3m､深さ約1mの空堀が残存する｡館跡のほぼ中央部には屋敷跡と伝えられる

10m四方程度の平坦部が3箇所まとまって残存している｡また､館跡北側斜面には湧水が認めれら

る｡館主､築城年代等は不明である｡

0　　　　1 :10,000　　　500m

｣一一-=二二二二二二=___d

番号 �)�Ykﾂ�県連跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 ��Xｷi]ｸｭ��R�JG10.2040 ��亊��R�平場 �H鯖*ﾈ鬩��ﾞ)�cY&險B� 

2 亊�,ﾉ[ﾘｭ��R�JF19.2278 ��亊��R�空堀 �H鯖*ﾈ鬩��ﾞ)�c�&險B� 

第5図　黒沼･早坂地区遺跡分布図
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大久保館跡遠景

大久保館跡平場

館の平館跡
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大久保館跡近景

大久保館跡平場

館の平館跡空堀跡

第6図版　黒沼･早坂地区遺跡
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3　夏井･蕪田地区(第7-9図､第7･8図版)

夏井小学校裏遺跡は､標高約40-60mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は山林である｡

遺物の採集は不可能であった｡縄文時代の遺物散布地である｡

夏井城跡は､夏井川右岸､標高約50mの西から東に延びる丘陵上に立地する｡城跡南側には西か

ら東に女沢川が流れ､夏井川と合流する｡現状は大宮神社境内及び山林である｡城跡西端に長さ約

10m､幅約3mにわたり約5mの段差が認められ､これが空堀跡とされている｡城主は南部信直､

利直に仕えた夏井勘解由と伝えられている｡

また､城跡である神社境内において土師器が採集された｡

夏井Ⅰ遺跡は､標高約50mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄文時

代後期の土器が採集された｡

夏井Ⅱ遺跡は､標高約50-60mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄文時

代後期の土器及び土師器が採集された｡

q2　　剛4歯D.5血.:U36で｡…ニ

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 �H皐���R�土師器窪 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｨ6�6b� ��cI�ﾙLS��

2 �H皐uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��cI�ﾙLS"�

3 �H皐uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��cI�ﾙLS2�

4 �H皐uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��cI�ﾙLSB�

5 �H皐uX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��cI�ﾙLSR�

6 �H皐uX�)�R�土師器窪 丶�ｨ-h8�6�6jI>�lｩHﾙx�,ﾈ+ﾘ-�9k�� ��cI�ﾙLSb�

7 �H皐uX�)�R�土師器蓮 丶�ｨ6�6jI>�lｨ6�6b� ��cI�ﾙLSr�

第7図　夏井地区採集遺物
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0　　　　1 :10･000　　　500m

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　l

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

3 �H皐���R�JF10.1184 ��亊��R�空堀､土師器 �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c)&險B� 

4 �H皐uH�)�R�JF19.2242 伜YWｩ&��縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c�&險B�新規 

5 �H皐uX�)�R�JFl9.2234 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､土師器 �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c�&險B�新規 

6 �H皐抦ｧxﾕｩz��)�R�JF19.1285 伜YWｩ&��縄文土器? �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c9&險B� 

第8図　夏井･蕪田地区遺跡分布図
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1■-
第9図　夏井城跡平面略図

第7図版　夏井城跡航空写真
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夏井城跡遠景

夏井Ⅰ遺跡

夏井小学校裏遺跡

夏井Ⅰ遺跡採集遺物
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夏井城跡空堀

夏井Ⅱ遺跡

夏井城跡採集遺物

夏井Ⅱ遺跡採集遺物

第8図版　夏井･蕪田地区遺跡､採集遺物



4　葡萄峰町･小田地区(第10･11図､第9図版)

葡萄峰遺跡は､標高約45-50mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄

文時代後期に属する土器､石銀､スクレイパー等が採集された｡

小田遺跡は､標高約85mのほぼ平坦面に立地する｡現状は畑地である｡縄文時代後期に属する土

器が採集された｡

亀甲各与　｡鞄h.

静g @09軌.｡感U"

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 兀);雲H�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c��ﾙLS��

2 兀);雲H�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c��ﾙLS"�

3 兀);雲H�)�R�縄文土器深鉢 �>ｩ[jIh�lXﾋ�)�� ��c��ﾙLS2�

4 傅ﾉ68�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c��ﾙLSB�

5 傅ﾉ68�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c��ﾙLSR�

6 傅ﾉ68�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c��ﾙLSb�

7 傅ﾉ68�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c��ﾙLSr�

8 傅ﾉ68�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c��ﾙLS��

9 傅ﾉ68�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c��ﾙLS��

10 傅ﾉ68�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c��ﾙLS���

ll 傅ﾉ68�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��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 舒ﾘ霻�測量値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

12 兀);雲H�)�R�石鍍 �<ｨｮ駝8ﾇ2�4.3 ���2�0.6 �"���硬質頁岩 ��c��ﾙLS�"� 

13 兀);雲H�)�R�スクレイパー ��(1.9) 茶"�2��(0.6) 茶"縒��硬質貢岩 ��c��ﾙLS�2� 

第10図　葡萄峰･小田地区採集遺物
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葡萄蜂遺跡

葡萄峰遺跡採集遺物

小田遺跡

小田遺跡採集遺物

葡萄蜂遺跡採集遺物

第9図版　葡萄峰･小田地区遺跡､採集遺物
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5　国坂･切屋田地区(第12-18図､第10-12図版)

国坂Ⅰ遺跡は､標高約70mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡遺物の散布

密度は非常に濃く､縄文時代中期･後期に属する遺物が散布しているが､中期の遺物が主体を占め

る｡土器､石錐､石匙､石斧､凹石､フレーク等が採集されたが､フレークの量は多量である｡遺

物の散布範囲も広いことから､集落跡が存在するものと推定される｡また､縄文時代中期の大木系

土器と円筒上層系土器とが混在しており､注目される遺跡である｡

国坂Ⅱ遺跡は､標高約90mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄文時代後

期に属する土器が採集された｡

国坂Ⅲ遺跡は､標高約70-80mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄文時

代後期に属する土器が採集された｡

国坂Ⅳ遺跡は､標高約100mのほぼ北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄文

時代後期に属する土器が採集された｡

切屋田遺跡は､標高約90-110mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地､宅地及

び山林である｡縄文時代晩期に属する土器､石鉱､石匙､石錐､フレーク等が採集された｡

-20-
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番号 �)�Ykﾂ�ﾙ�ﾞ(uH�)�R�県遺跡コード JF19.1022 偃ﾙ¥｢��x��R�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 劔縄文土器(中.後期)､多量の石器 �H鯖*ﾄｦ(廬�c�&險B� 

2 俛�ﾞ(uX�)�R�ﾙ�ﾞ(uh�)�R�JF18.1337 JF19.1024 伜YWｩ&��藝Wｩ&��藝Wｩ&���x��R�鉾Bﾂ� 縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c��&險B� 

3 劔縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c�&險B� 

国坂Ⅳ遺跡 筈c�ゅ�3�B�4 劔縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c�9&險B�新規 

切屋田遺跡 筈c�ゅ�3c2�5 劔縄文土器(後.晩期)､石銭､石匙 �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c��&險B� 
t) 第12図国坂.切屋田地区遺跡分布囲 
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噛72圃219]

I:i:2g･言

番号 倅��8�kﾂ�暑き11 兌ivﾂ�n考 們､ｧI�ﾙLR�

1 俶ﾈﾞ(uF傚��R�事■文土暑旨深鉢 �+��ﾊI{)���把手部､ブリッジ状 ��c���ﾙLS��

2 仄x�ｸﾞ(uFｩ^佇駟"�#■文士著深鉢 �+��ﾊI{)��� ��c���ﾙLS"�

3 俛�ﾞ(uF繁+ｲ�縄文土等深一本 �+�5�I{)��� ��c���ﾙLS2�

4 仄vﾂ�teｦｨ���R�事■文土着深林 �+��ﾊI{)��� ��c���ﾙLSB�

5 �&3�thuF免ﾉ�R�さ■文土器洋一串 俐I�i��� �������ﾙLSR�

6 俛�ﾞ(uF繁�R�事■文士畢深一手 �+��ﾊI{(耳��� �4��ｳ��ｾfﾉLSb�

7 俛�ｺｸuF竸��R�事■文士蕃i架一♯ �+�ｺI{#���E$ﾉ%�踪馼��ｨ�B� 偃磯ﾓ���ﾙLSr�

8 俛�ﾞ(uH益^��R�寿■文土蕃深林 �+�ｺDﾅ)%�踪馘､ﾉ[b� �8�ｳ���ﾙLS��

9 俛�ｺｸuFｨ���R�事■文土筆i雫拝 �+��ﾉ[b� ��c���ﾙLS��

10 俛�ﾞ(uF悠+ｲ�寿■文土器深林 �+�ｺI{)��� ��c��T8�ｩLS���

ll 之著ﾞ(uH皦��+ｲ�寺■文士等深一本 �+靹jI{)��� ��c���ﾙLS���

12 俛�ﾞ(uF筈ﾉ�R�書■文士等深林 �+�ｲ� ��c��T8自LS�"�

13 乃Xﾞ(uF傚��R�寺■文士等深林 �+��ﾊI{)��� ��c���ﾙLS�2�

14 俶ﾈﾞ(uCｸ���R�寺■文土器き雫鉢 �+駝ｪDﾅ)%�蹂9���[b� ��c���ﾙLS�B�

15 俛��NxuF繁�R�寺■文士等深一事 �+��ﾂ� 倬iG����ﾙLS�R�

16 俛�ﾞ(uF畔ﾈ駟"�串t文士等深林 �+�ｺDﾅ)%�ｩ68鮑��[b�折り返しロ縁 ��c���ﾙLS�b�

17 俛�ﾞ(uF竸冽)i"�寺■文士鷲津鉢 �+��ﾊE$ﾉ%�G云���[b�折り返しロ緑 ��c���ﾙLS�r�

18 仄vﾈﾞ(uF竸��R�寺■文土器深林 版)%�踪馼��[b� ��c���ﾙLS���

19 俛�ﾞ(uFｨ���R�♯■文土器深鉢 俘�ｪI+��ﾂ� ��c���ﾙLS���

20 俛�ﾞ(uF竸��R�寺■文士等深林 俘�ｪI+闔ｨﾊr� ��c���ﾙLS#��

21 俶ﾈﾞ(uF筈ﾉ�R�寿■文士暑旨深鉢 �+�ｺDﾅ#�%���X��[b� ��c���ﾙLS#��

22 俛�ﾞ$又､ﾉ�R�ヰ■文士等深林 �+駝ｪE$ﾉ%�ﾊﾂ8��[b� ��c���ﾙLS#"�

23 俛�ﾞ(uH皦���R�寺■文土等深林 �+��ﾂ� ��c��ｺx自LS#2�

24 仄y^俥(uF竸佇駟"�事■文士等深鉢 �+��xｪI�ｹ��Dﾅ#�%�踪馼��[b� ��c���ﾙLS#B�

25 仄vﾆｩthuFｩ^�+ｲ�毒■文士書き深林 �+闔ｩj�Dﾅ)%����I[b� ��c���ﾙLS#R�

26 仄x�ｸﾞ(uFｨ���R�♯■文土器深一事 �+�ｺI{#���E$ﾉ%��ﾉ_ｸ��[b� ��c���ﾙLS#b�

27 仄vﾈﾞ'&ｨ���R�‡■文土器深林 �+��ﾊI{)��Dﾅ$ﾈｽﾘｽ茨X��[b� ��c��U｢儉S#r�

28 綿･�ﾈﾞ(uF筈ﾉ�R�キ■文士等i雫鉢 �+�5�I{)��Dﾅ$ﾉZ�踪馼��[b� ��c���ﾙLS#��

29 俛�ﾞ'Fｨ���R�寿■文土器i雫鉢 �+駝ｪI{)��Dﾅ$ﾉ?�踪馼��[b� ��c���ﾙLS#��

30 之ﾈﾞ(uF繁�R�寿■文土器深鉢 �+�ｺE$ﾉ%�G�<X��[b� ��c���ﾙLS3��

31 之綿ﾞ(uF竸��R�寿■文土器深一事 �+�ｺI{)��Dﾅ$ﾉZ�ｩ�ﾈ皐��[b� ��c���ﾙLS3��

32 俛�ﾞ(uF筈ﾉ�R�寿■文土筆深鉢 �+�ｺIzH捌E$ﾉ%��ﾈ皐��ｨ�B� ��c��U5･ﾙLS3"�

33 仄vﾈｧｨ+(uH*I^��R�#■文土器深一本 �+餒*I{)��E$ﾅ)Z�ｨ蹣.ﾘ��[b� �������ﾙLS32�

34 仄x�ｸﾞ$又ｦﾉ�R�jt文士畢深鉢 �+�ｺIzIhｺE$ﾅ(硎��>ｩ[b� ��c���ﾙLS3B�

35 仄vﾈﾞ(uCｸ���R�事■文土器深鉢 �+��ﾊI{)��E$ﾅ)xy��>ｩ[b�′ 俐������ﾙLS3R�

36 仄vﾈﾞ(uI-)�R�寿■文士篇深鉢 �+��ﾊE$ﾃ�%�G茨X��[b� ��ﾄfﾆﾉ�ﾙLS3b�

37 仄x�ｨﾞ(uF傚�kﾉi"�寿■文土器深鉢 ����hzDﾅ)%�踵.ﾘ��[b� ��c���8自LS3r�

38 仄vﾈﾞ(uF傚��R�事■文土器深鉢 �+��ﾊI{)��Dﾅ$ﾉZ�踪馼��[b� ��c��FuILS3��

39 俛�ｺｸuFｩ^��R�#■二丈土暑旨深鉢 �+駝ｪDﾅ)%���ｸ��[b� ��c��uIeﾔ儉S3��

40 仄xuHﾞ(uF筈ﾉ�R�寿■文士暑芳深さ本 �+��ﾈ�ｹ{)��Dﾅ)%���>ｩ[b� ��c���ﾙLSC��

第13図　国坂･切屋田地区採集遺物(1)

ー22-

-讐
t
t

M
u
3
 
3
　
n
叫
4
0
m



D,,喝98慮,D9　0　J ocm

蕃1号 又ﾈ�kﾂ�器 兌ivﾂ�m考 們ｨｺD5ｧ)LR�

41 俛�ﾞ(uH娩���R�寺■文士磐i雫鉢 �+譏ﾜZDﾅ)%�ｨﾈX9���ｩ[b� ��c���ﾙLSC��

42 仄x�ｸﾞ(uF�)+ｲ�書■:文土器深林 �+��8�H����[b� �������ﾙLSC"�

43 俛�ﾞ(uCｸ���R�事■文士巻深鉢 �+餒*Dﾅ)%�耳踪馼��[b� �C���ﾙLSC2�

44 仄vﾈﾞ(uF筈ﾉ+ｲ�書■文士串i雫鉢 凛H撮� ��c���ﾙLSCB�

45 綿ﾇﾄ俥#ｨuFｩ^��R�書■文士著溌鉢 几"2� ��c���ﾙLSCR�

46 俛�ﾞ(uF竸�+ｲ�事■文士等凍鉢 �+��ﾊI{(��E$ﾉ%�踪馼��ｨ�B�寿■:文士地文地文J,-声生帯耳占有-一班:級 倬dfﾆﾉ�ﾙLSCb�

47 俛�ﾞ(uC4ｦﾉ�R�ヰt文士草深一手 ��I�ｺE$ﾉ%�自68鮑��[b� ��c��Vr儉SCr�

48 仄xuHﾞ(uF牝ﾉ�R�事■文士著深林 �+��zE$ﾉw(ﾊﾈ�h��[b� ��c���ﾙLSC��

49 俛�ﾞ(uF傚��R�一■:文士草深鉢 �+��ﾊDﾅ)��ﾊﾈ�h��[b� ������ｾh自LSC��

50 仄vﾈﾞ(uFｩ^��R�8t文士等深鉢 �+��ﾊDﾅ(ｧi��馼��[b� ��c��ｺx自LSS��

51 仄vﾈﾞ$又､ﾉJｲ�ヰ■文士著深鉢 �+��ﾊE$ﾉ��踪馼��[b� ��c���ﾙLSS��

52 仄x-僵ﾘuCｹ^��R�書■:文士等深鉢 �+��ﾊDﾅ)%�.倬ｸ��[b� ��c��T8自LSS"�

53 俛�ﾞ(uF緬�R�事■文士等i雫鉢 �+��ﾊDﾅ)%�ｨﾈY>｣ｨ�B� ��c��;ﾖﾉLSS2�

54 俛�ﾞ(uFｨ齎ﾈ駟"�毒■文土器深鉢 �+��ﾊE$ﾅ)Kﾈｼｨｽ�>ｩ[b� ��c���ﾙLSSB�

55 俛��ｩKﾘuFｨ���R�8t文士著深林 �+靹jDﾅ)w)/ｸ���[b� ��c���ﾙLSSR�

56 俛�ﾞ(uF筈ﾈ皷�B�8t文土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%�ﾊﾈ馮I[b� ��c��ｾhuILSSb�

57 廼6ﾈﾞ(uF竸��永"�書■文士暑旨凍鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c���ﾙLSSr�

58 仄x�ｸﾞ(uFｩ^��R�事■文士等深林 �+駝ｪDﾅ)w)/ｹ>ｩ[b� ��c���ﾙLSS��

59 俛�ﾞ#ｨuF傚�皷i"�‡■文土器i雫鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���<X��[b� ��c���ﾙLSS��

60 仄vﾈﾞ(uFｧI�R�事■文土器栄一串 �+��ﾊE$ﾈｿ姶����[b� ����mｩ�ﾙLSc��

61 俛�ｩthuFｨ���R�事■文土器深鉢 �+�ｺDﾅ)%�ｩ�ﾈ皐��[b� ��c���ﾙLSc��

62 俛�ﾞ(uFｩ^��R�一■文士等深鉢 ��I�ｺE$ﾉ%�ｨ踪馼��[b� ��c���ﾙLSc"�

63 俶ﾆｩthuFｨ���R�事■文士等i雫鉢 �+��ﾂ� ��c���ﾙLSc2�

64 之綿ﾞ(uF筈ﾉ�R�書■文土器i雫鉢 几)��I{)���8皐��[jI����謇<ｲ� ��c���ﾙLScB�

65 俛�ﾞ(uCｸ���R�事■文土着深鉢 凛H捌IzIhｸ�8���[jI��耳ｼH謇<ｲ� �������ﾙLScR�

66 仄x�ｸﾞ#ｨuF､､Y+ｲ�事■文土器i雫鉢 几)��I��鏸謇<ｲ� ��c���ﾙLScb�

67 �&8ﾞ(uHﾖ�+ｲ�一■:丈土器深鉢 �+餒"� ��c���ﾙLScr�

68 仄x�ｸﾞ(uFｨ���R�寺■文士蕃i雫鉢 ���� ��c���ﾙLSc��

69 俛�ﾞ(uF筈ﾉ�R�8Jt文土器深林 刋���謌��E$ﾉ%�ｨﾈY>ｩ[b� ��c���ﾙLSc��

70 俛�ﾞ(uF幽,�i"�縄文土等深鉢 �$ﾉw)/ｸ鮑��[b� ��c���ﾙLSs��

71 綿･t俥(uFｩ^佇駟"�寿■文土器深鉢 版(ｧi���h��[jHﾏｹ���8ﾘ���� �*ｹG����ﾙLSs��

72 俛�ﾞ(uCｹ^���i"�寿■文土器深鉢 版)%�踪馼��[b� ��c���ﾙLSs"�

73 俛�ﾞ(uF傚�kﾉi"�8t文士等深林 �$ﾉ%�ｩ�ﾈ皐��[b� ��c���ﾙLSs2�

74 俛�ﾞ(uCｸ���R�轟■文士草深鉢 �$ﾉ6ﾈ踪馼��[b� ��c���ﾙLSsB�

75 仄vﾈﾞ(uFｩ^俾永"�寿■文士蕃i雫一本 版)Kﾆｨ踪馼��[b� ��c���ﾙLSsR�

76 俛�ﾞ(uCｸ���R�事■:文士等深鉢 版)%�ｨ蹣.ﾘ��ｨ�B� ��c��;ﾖﾉLSsb�

77 俛�ﾞ(uF傚�kﾉi"�寺■文士草深鉢 几)��E$ﾅ)g�踪鮑��[b� ��c���ﾙLSsr�

78 仄vﾈﾞ(uF竸�+yi"�寿■文土器深鉢 ��折り返し口捷 ��c���ﾙLSs��

79 仄t俥(uFｩ^俾永"�毒■文士等深鉢 ��折り返し口繰 ��c���ﾙLSs��

第14図　国坂･切屋田地区採集遺物(2)
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0　　　1:3　　10cm

題辞0
88

番号 又ｦﾄYi)kﾂ�%# 兌ivﾂ�備考 們ｨ8����ﾙLR�

80 幽･�ﾈﾞ(uF竸��R�寿■文士等壷 冖9[b� ��c��VuILS���

81 俛�ﾞ(uFｩ^��R�寿■二丈土等i雫鉢 冖9[b� ��c���ﾙLS���

82 俛�ﾞ(uF筈ﾉkﾉi"�事■:文士等深一事 冖9[b� ��c���ﾙLS�"�

83 俛�ﾞ(uI-)�R�事■文士蕃深林 刋�ﾆx�%Dｩ<ｲ� ��c��ｾfﾉLS�2�

84 俛��NxuF筈ﾉ�R�8t文士巷等深鉢 繁D�*ｶｨﾈR� ��c���ﾙLSィ�

85 仄vﾆｩthuF竸佇駟"�事■文士等深鉢 傴yxﾙ[jE$ﾉ��踪馼��ｩ[c｢� �������ﾙLSコ�

86 仄x�ｸﾞ(uCｹ^��R�寺■文士潜i雫鉢 偖xﾘy+韜h�ｲ� ��c���ﾙLSッ�

87 幽��ﾞ(uV傚��R�#■文士盤深林 �$ﾈｿ姶����ｨ�B� �������ﾙLSビ�

88 仄x�ｨﾞ(uV筈ﾉ�R�寺■文士蕃深鉢 �$ﾉ%�踪馼��[b� ��c���ﾙLSモ�

89 侘X-ﾉthuVﾆ繁�R�一■文士等深鉢 版$ﾉZ�踪馼��[b� �C�)T8�ｩLS��

90 俛�ｺｸuVﾆｩ^��R�事■文土磐深鉢 �+餒*E$ﾉ%�蹣.ﾘ��[b� �����)�ﾙLS"�

91 仄x�ｸﾞ(uHuVｨ���R�寿■文士老来鉢 版(ｿ姶����[b� ��c�$VviLS2�

92 俛�ﾞ(uV筈ﾉ�R�寿■文士暑昏深林 版)%�踪馼��[b� ��c�)�ﾙLSB�

93 仄xuHﾞ(uX�侭^冖ﾉi"�8Jt:丈土器i雫鉢 �$ﾉw)/ｸ���[b� ��c�)�ﾙLSR�

94 俛�ﾞ(uX��*I^俾永"�縄文土暑旨深鉢 �+韜ｹ8zE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�)�ﾙLSb�

95 俛�ｩthuHuV�7��R�縄文土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�(ｺr儉Sr�

96 仄vﾈﾞ(uv竸俾永"�寿■文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�)T8自LS��

97 俛�ﾞ(uv竸佇駟"�縄文土器深鉢 版)%���X��[b� ��c�)�ﾙLS��

98 ��雨�68*I^��R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%�ｨ踪馼��[b� ��c�)�ﾙLS#��

99 ��欝�66筈ﾄYi"�寿■文土器深鉢 版)%�ﾊﾈ���[b� ��c�)�ﾙLS#r�

100 ��雨�66､､ﾉ�R�寿■:文士等深一事 ��9�ﾊ(���[b� ��c�)�ﾙLS3��

101 �����66ｨ�9F駟"�祐二丈土器深鉢 佰ｹ���8ﾘ�｢� ��c�)�ﾙLS3��

102 �����69-(ｷYi"�寿■文土器深鉢 �8ﾘﾅｸ�8ﾘ�?ｪI+��ﾊDﾅ)%���X��[b� ��c�)�ﾙLS3"�

103 �����66繁�R�寿■文士半鉢 �+��ﾊI��m��h俉Dｩ<ｲ� ��c�)�ﾙLS32�

104 ���.i66幽,�i"�寿■文士等i雫鉢 佰ｹ���8ﾘ�ｪI+��ﾂ� ��ﾉG��)�ﾙLS3B�

105 ��雨�69��kﾉi"�寺■:史土器i雫鉢 �+��ﾊDﾅ(ｿ姶�>ｩ[b� ��c�)�ﾙLS3R�

106 �����66筈ﾄYi"�寿■文士等深鉢 �+��ﾊI<ｸｴ�� ��c�)�ﾙLS3b�

107 �����69¥��R�寿■文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�)T4儉S3r�

108 �����66竸佇駟"�寺JL文士蕃鉢 �+��ﾂ� ��c�)�ﾙLS3��

109 �����66幡ﾉ�R�寿■文士等鉢 刋ｸﾆ�[b� �&ｩG��)�ﾙLS3��

110 �����66ｨ��ﾈ駟"�縄文土器鉢 ���[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�)�ﾙLSC��

111 ��雨�68皦���R�縄文土器鉢 �+��ﾂ� ��c�)�ﾙLSC��

112 ��挨)66竸��ii"�毒■文土器鉢 ���[b� ��c�)�ﾙLSC"�

113 ����66綿,�i"�縄文土器鉢 刋ｸﾆ�[b� ��c�$UｦﾉLSC2�

114 ������8�7悩i"�縄文土暑旨鉢 俐佝�轤�内外面朱塗り ��c�)�ﾙLSCB�

115 �����66ｩ7俾永"�寺■:文士草深鉢 佰ｹ���ｨ,�<ｶ丼r� ��c�)�ﾙLSCR�

116 �����66幡ﾄYi"�寿■文士常並 佰ｹ���8ﾘ�?｢� ��c�)�ﾙLSCb�

第15図　国坂･切屋田地区採集遺跡(3)
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128

0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

<>　　127

◇

番号 �)�Ykﾂ�器種 舒ﾘ霻�測量値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

117 俛�ﾞ(uH�)�R�石銭 �<ｨｮ駝8ﾇ2�2.6 白苒�0.5 ��繧�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS��� 

118 俛�ﾞ(uH�)�R�石鍍 �<ｨｮ駝8ﾇ2�(2.9) ��紕�0.4 茶�紕��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS��� 

119 俛�ﾞ(uH�)�R�S.# �<ｨｮ駝8ﾇ2�(3.0) ��紕�0.6 茶"�"��硬質貢岩 ��c�)�ﾙLS�"� 

120 俛�ﾞ(uH�)�R�石鍍 �<ｨｮ駝8ﾇ2�(3.9) ��紕�0.6 茶2����硬質貢岩 ��c�)�ﾙLS�2� 

121 俛�ﾞ(uH�)�R�石嫉 �<ｨｮ駝8ﾇ2�(4.0) ���2�0.5 茶�纈��硬質貢岩 ��c�)�ﾙLS�B� 

122 俛�ﾞ(uH�)�R�石嫉 �<ｨｮ駝8ﾇ2�3.0 ���2�0.6 ���"�硬質貢岩 ��c�)�ﾙLS�R� 

123 俛�ﾞ(uH�)�R�石銭 �<ｨｮ駝8ﾇ2�2.6 ��紕�0.5 ��綯�鉄石英 ��c�)�ﾙLS�b� 

124 俛�ﾞ(uH�)�R�石鞍 �<ｨｮ駝8ﾇ2�(2.9) ���"�0.6 茶�����凝灰岩 ��c�)�ﾙLS�r� 

125 俛�ﾞ(uH�)�R�石鍍~ �<ｨｮ駝8ﾇ2�(3.2) ��紕�0.5 茶�繧��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS��� 

126 俛�ﾞ(uH�)�R�石鍍 �<ｨｮ駝8ﾇ2�2.3 ��粤B�0.7 ��繧�鉄石英 ��c�)�ﾙLS��� 

127 俛�ﾞ(uH�)�R�石鍍 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�(3.1) ��縒�0.6 茶"�2��硬質貢署 ��c�)�ﾙLS#�� 

128 俛�ﾞ(uH�)�R�石鋸 �隶��2.6 ��繧�0.7 �"纈�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS#�� 

第16図　国坂･切屋田地区採集遺物(4)
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<=:>

129

く>　1 36

138

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 舒ﾘ霻�測量値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

129 俛�ﾞ(uH�)�R�石鍍 �ｨｮ駝8ﾇ2�(1.8) ��絣�0.3 茶�紕��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS#"� 

130 俛�ﾞ(uH�)�R�石鉱 ��(4.1) ��紕�0.6 茶2ﾃB��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS#2� 

131 俛�ﾞ(uH�)�R�石鍍 ��(3.9) ��絣�0.6 茶"纈��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS#B� 

132 俛�ﾞ(uH�)�R�石匙 偬8ﾆ��2.5 �"���0.7 ��纈�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLS#R� 

133 �����68�)�R�石鋸 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�2.9 ���2�0.7 �"紕�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLSCr� 

134 �����68�)�R�石鋸 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(3.0) ��綯�0.6 茶"�2��硬質頁岩 ��c�)�ﾙLSC�� 

135 �����68�)�R�石鍍 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(3.0) ��絣�0.5 茶"����硬質貢岩 ��c�)�ﾙLSC�� 

136 ����68�)�R�石鞍 �隶��3.3 ��紕�0.7 �2���硬質頁岩 ��c�)�ﾙLSS�� 

137 ����68�)�R�石錐 ��1.7 ��纈�0.3 ��紕�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLSS�� 

138 �����68�)�R�石匙 ��ﾆ��5.0 澱綯�1.2 �#R繧�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLSS"� 

第17図　国坂･切屋田地区採集遺物(5)

-26-

l
I
I
I
U

爪
川
Ⅲ
川
川
川
Ⅲ
岨
.

禽
苧
○

爪
侶
旧
旧
旧
旧
即
.

.
･
､
-
ー
侶
　
　
…
　
　
叫
･
.

爪
川
川
川
川
川
川
川
旧
旧
国

･･@=S

I
.
品
川
川
川
〓
Ⅷ
‥

息
撃
△

ハ
爪
旧
川
川
旧
明
.



0　　　1:3　　10cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

′⊂二二:⊃ 145

番号 �)�Ykﾂ�器種 舒ﾘ霻�測量値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

139 ��雨�68�)�R�石匙 偬8ﾆ��4.5 �2�"�0.6 途�2�粘板岩 ��c�)�ﾙLSSB� 

140 ����68�)�R�石匙 偬8ﾆ��5.4 �2綯�1.1 ��2�2�硬質貢岩 ��c�)�ﾙLSS2� 

141 ����68�)�R�スクレイバー ��(3.5) �"繧�1.0 茶ゅ鋳�硬質頁岩 ��c�)�ﾙLSSR� 

142 ����68�)�R�スクレイバー ��(3.2) �"�"�1.2 茶������硬質頁岩 ��c�)�ﾙLSSb� 

143 俛�ﾞ(uH�)�R�打製石斧 ��(7.9) 釘纈�3.4 茶�sr�"��砂岩 ��c�)�ﾙLS#b� 

144 俛�ﾞ(uH�)�R�磯器 ��16.9 澱�"�4.4 都ヲ纈�砂岩 ��c�)�ﾙLS#r� 

145 俛�ﾞ(uH�)�R�凹石 ��(7.1) 茶R纈��(1.3) 茶c��2��粗粒砂岩 辻� 

第18図　国坂･切屋田地区採集遺物(6)
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国坂Ⅰ遺跡

国坂Ⅲ遺跡

切屋田遺跡

-28-

国坂Ⅱ遺跡

国坂Ⅳ遺跡

第10図版　国坂･切屋田地区遺跡
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国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

園坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅱ遺跡遺跡採集遺物

第11図版　国坂･切屋田地区遺物(1)
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国坂Ⅲ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅳ遺跡遺跡採集遺物

国坂Ⅰ遺跡遺跡採集遺物

切屋田遺跡採集遺物

切屋田遺跡採集遺物

第12図版　国坂･切屋田地区遺物(2)
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切屋田遺跡採集遺物
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6　門ノ沢･大声･富原地区(第19-22図､第13-15図版)

門ノ沢遺跡は､標高約90-110mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山林であ

る｡今回の調査では遺物の採集はできなかったが､縄文時代の遺物散布地である｡

大芦Ⅰ遺跡は､標高約150-190mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山

林･水田等である｡大芦Ⅰ遺跡は昭和59年に緊急発掘調査が市教育委員会により実施され､縄文時

代後期から晩期にかけての遺物包含層が確認されている｡出土遺物は縄文時代後期から晩期にかけ

ての土器(第22図) ､石鍍･石錐･石匙･削器･打製石斧･蔽石･凹石･磨石等の石器､土偶･円

環状土製品等の土製品､石刀･石棒･岩版等の石製品等がみられる｡また､元川代小学校所蔵の遺

物で､大芦Ⅰ遺跡からの採集と推定される資料を､現在､市教育委員会で保管しているが､その中

には､縄文時代晩期の土器資料(第15図版55-66)とともに骨箆2点(第15図版39 ･40) ､貝殻

(第14図版37･38) ､獣骨･鳥骨･鹿角(第15図版41-54)が含まれており､自然遺物を包含する

層が存在する可能性がある｡

大芦Ⅱ遺跡は､標高約140-150mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である0

縄文時代後期に属する土器が採集された｡

大芦Ⅲ遺跡は､大芦Ⅰ遺跡の南側､標高約140-150mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡

現状は畑地である｡縄文時代後期に属する土器が採集された｡

大芦Ⅳ遺跡は､標高約140mのほぼ平坦面に立地する｡現状は畑地･宅地等である｡縄文時代後

期に属する土器が採集された｡

大芦Ⅴ遺跡は､標高約110-120mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山林で

ある｡今回の調査は遺物は採集されなかったが､縄文時代の遺物散布地である｡

富原Ⅰ遺跡は､標高約220-230mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地及び牧草地で

あるo今回の調査は遺物は採集されなかったが､縄文時代後期から晩期にかけての集落跡である｡

富原Ⅱ遺跡は､標高約220-230mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地及び牧草地で

ある｡今回の調査は遺物は採集されなかったが､縄文時代の集落跡である｡

-31-
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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 冢X6ﾙ�(�)�R�JF18.1204 伜YWｩ&��縄文土器 �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c�Y&險B� 

2 ��X��uH�)�R�JF18.0137 偖yx�&��縄文土器(後.晩期)､石器 �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c#�&險B� 

3 ��X��uX�)�R�JF18.0165 偖yx�&��縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c#)MI&�� 

4 ��X��uh�)�R�JF18.0166 偖yx�&��縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c#�MI&�� 

5 ��X��ux�)�R�JF18..0187 偖yx�&��縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c#�MI&�� 

6 ��X��u�)�R�JF18.0291 伜YWｩ&��縄文土器 �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c#�MI&�� 

7 ��Y�ｨu�)�R�JF18.0167 伜YWｩ&��縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c#�MI&��新規 

8 儻依HuH�)�R�JF18.0221 偖yx�&��縄文土器(後.晩期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c#�MI&�� 

9 儻依HuX�)�R�JF18.0215 偖yx�&��縄文土器 �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c#�MI&�� 

第19図　門ノ沢･大声･富原地区遺跡分布図
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> :f･､

義g劫.漕･欄口.2

野Q_夢n
18

25　　　　　　　27　　　　28

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 ��Y�ｨuH�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���8轌:ｨ咥�:Dﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS��

2 ��Y�ｨuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS"�

3 ��X��uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS2�

4 ��X��uH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSB�

5 ��Y�ｨuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSR�

6 ��X��uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSb�

7 ��Y�ｨuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSr�

8 ��X��uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS��

9 ��X��uH�)�R�縄文土器壷 冖9[b� ��c�I�ﾙLS��

10 ��Y�ｨuX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLS���

ll ��X��uX�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS���

12 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 版$ﾉZ���>ｩ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�"�

13 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�2�

14 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�B�

15 ��Y�ｨuh�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���8��5ﾙ>ｩ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�R�

16 ��Y�ｨuh�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b�折り返し口縁 ��c�I�ﾙLS�b�

17 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLS�r�

18 ��X��uh�)�R�縄文土器鉢 佰ｹ���8ﾘ�ｪI+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS���

19 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS���

20 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS#��

21 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���>ｩ[b�折り返し口縁 ��c�I�ﾙLS#��

22 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�I�ﾙLS#"�

23 ��Y�ｨuh�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�3��鏈[b� ��c�I�ﾙLS#2�

24 ��Y�ｨuh�)�R�縄文土器深鉢 冑�lXﾋ�)�� ��c�I�ﾙLS#B�

25 ��X��uh�)�R�縄文土器深鉢 冑�lXﾋ�)�� ��c�I�ﾙLS#R�

26 ��X��ux�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS#b�

27 ��Y�ｨux�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS#r�

28 ��X��ux�)�R�縄文土器深鉢 冑�lXﾋ�)�� ��c�I�ﾙLS#��

29 ��X��u�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLS#��

30 ��X��u�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[jHﾏｹ���9>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS3��

31 ��X��u�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾒ� ��c�I�ﾙLS3��

32 ��X��u�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS3"�

第20図　大声地区採集遺物=
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0　　　　2:3　　　　5cm

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 舒ﾘ霻�測量値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備軍 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

33 ��X��uH�)�R�石匙 偬8ﾅ��6.5 �"繧�1.4 ��R繧�硬質貢岩 ��c�I�ﾙLS32� 

34 ��X��uH�)�R�打製石斧 ��(12.5) 茶ゅ鋳�(4.8) 茶ccゅ"��花南岩 ��c�I�ﾙLS3B� 

35 ��X��uH�)�R�敵石 ��10.5 迭纈�4.2 鼎�R纈�花向暑 ��c�I�ﾙLS3R� 

36 ��X��uh�)�R�敵石 �+ｸ.ｸ,�/�ｼｨ�2�6.4 澱�"�3.3 �#3R�2�閃緑岩 ��c�I�ﾙLS3b�凹み2箇所 

第21図　大声地区採集遺物(2)
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0　　1:3　　10cm

第22図　大声遺跡出土遺物

(久慈市教育委員会1985 『大芦遺跡発掘調査報告書』から転載)
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門ノ沢遺跡

大声Ⅱ遺跡

大声Ⅳ遺跡

大声Ⅵ遺跡
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大声Ⅰ遺跡

大声Ⅲ遺跡

大声Ⅴ追跡

宮原Ⅰ遺跡

第13図版　門ノ沢･大声･宮原地区遺跡
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第15図版　大声地区採集遺物



7　川代地区(第23･24図､第16図版)

川代遺跡は､標高約110-130mの北東から南西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地及び宅地で

ある｡縄文時代後期に属する土器が採集された｡

川代Ⅱ遺跡は､標高約115-130mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文時代後期に属する土器が採集された｡

川代鉄山は､標高約130mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は宅地･山林･畑地及

び水田である｡一帯には多量の鉄揮(第16図版13-21)が堆積している｡また､人工的と思われる

凹地が2箇所に確認され､製鉄に関連する遺構と思われる｡江戸時代操業の鉄山とされている｡

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 ��ﾉ�8uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS��

2 ��ﾉ�8uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS"�

3 ��ﾉ�8uH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS2�

4 ��ﾉ�8uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSB�

5 ��ﾉ�8uX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSR�

6 ��ﾉ�8uX�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���9>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSb�

7 ��ﾉ�8uX�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�i�ﾙLSr�

8 ��ﾉ�8uX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊI����謇<ｲ� ��c�i�ﾙLS��

9 ��ﾉ�8uX�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS��

10 ��ﾉ�8uX�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�i�ﾙLS���

ll ��ﾉ�8uX�)�R�縄文土器凍鉢 ���9>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS���

12 ��ﾉ�8uX�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS�"�

第23図　川代地区採集遺物
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川代Ⅰ遺跡

川代鉄山跡

川代Ⅱ遺跡採集遺物

川代Ⅱ遺跡

川代Ⅰ追跡採集遺物

川代鉄山跡採集鉄淳
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第16図版　川代地区遺跡､採集遺跡



8　中崎地区(第25･26図､第17図版)

中崎Ⅰ遺跡は､標高約160mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地及び山林である｡

平成3年度に分布調査を実施しており､縄文時代の遺物が採集されている｡

中崎Ⅱ遺跡は､標高約110-130mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄文

時代後期に属する土器が表探された｡

2

0　　　1:3　　10cm

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 �(hﾞ�X�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�y�ﾙLS��

2 �(hﾞ�X�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�y�ﾙLS"�

3 �(hﾞ�X�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�y�ﾙLS2�

第25図　中崎地区採集遺物
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番号 �)�Ykﾂ�県連跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 �(hﾞ�X�)�R�JF18.2136 伜YWｩ&��縄文土器(後期) �H鯖*ﾈ鬨廩鯖�c��&險B�新規 

第26図　中崎地区遺跡分布図
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中崎Ⅱ遺跡
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中崎Ⅱ遺跡採集遺物

第17図版　中崎地区遺跡､採集遺物



9　まとめ

今回の分布調査対象地において､埋蔵文化財包蔵地として遺跡台帳に登録されている遺跡数は22

箇所であったが､分布調査の結果､新たに9箇所の遺跡が発見され､計31箇所となった｡

平成元年度から市内遺跡詳細分布調査を実施し､平成7年度で市内全域の調査を終了した｡調査

を実施する前の遺跡数は204箇所であったが､調査の結果､新たに遺跡が発見されたことにより平

成7年度末における遺跡数は401箇所となり､ほぼ倍増したことになる｡

各年度別の分布調査成果は別表のとおりである｡

分布調査は､踏査主体で行ったo主に畑地や､道路･崖の法面など､土が表出している箇所にお

いて地表観察及び遺物の表面採集によって遺跡の確認を行った｡第Ⅰ章でも述べているように､市

域の約88%が山林や原野で占められているため､遺跡の所在が確認できない個所も多くあった｡周

知の遺跡においても､遺跡の時期を把握するため､現地踏査を実施し遺物採集を行ったが､現在は

植林地あるいは荒れ地となっていて､遺物の採集が不可能な箇所もあった｡

また､縄文時代の洞穴遺跡や歴史的時代の遺跡が今後確認される可能性もあることから遺跡の数

はさらに増加するものと予測される｡

7年間にわたる分布調査によって､現時点における遺跡の分布状況が把握され､基礎資料として

の遺跡台帳が整備されたことになるoこの事業はこれで終わるものでなく､この成果の周知方法や

生かし方が､今後の文化財保護行政において課題となるものである｡

この7年間で､踏査可能な箇所はほとんど調査を実施した｡その際に､地元の方々には､所有し

ている遺物の写真撮影や､情報の提供､畑地への立ち入りに対する御理解など多大なる御協力を頂

いた｡記して感謝の意を表するものである｡
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別表　遺跡詳細分布調査成果表

年度 ����ｹ&霎b�周知遺跡数 ��iJﾘﾊ�,ﾈ�)�Y�B�計 

平成元年度 倬鰻ﾉ*ﾉ&霎h,ﾈ自YB�廩鯖*ﾉ&霎h,ﾈ自YB�ｷh鯔&霎h,ﾈ自YB�43 �#2�66 

平成2年度 �+y>�*ﾉ&霎b�抦ｷh鯔*ﾉ&霎b�ｷh鯔&霎h,ﾈ自YB�20 鼎B�64 

平成3年度 ��Y�ﾉmｩ*ﾉ&霎b�ｷh鯔&霎h,ﾈ自YB�24 ��"�36 

平成4年度 �iYI*ﾉ&霎b�+y>�*ﾉ&霎h,ﾈ自YB�18 �3��57 

平成5年度 伜(ﾚｩ*ﾉ&霎b��Y�ﾉmｩ*ﾉ&霎h,ﾈ自YB�5 �#2�28 

平成6年度 倬鰻ﾉ*ﾉ&霎b�73 鼎b�119 

平成7年度 �H鯖*ﾉ&霎b�22 湯�31 

合計 �205 ��澱�401 
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