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クイズにチャレンジして美浦村の文化財に親しもう！クイズにチャレンジして美浦村の文化財に親しもう！

体験のごあんない
　文化財センターでは文化財に関わる体験ができます。事
前申込みで受け付けています。まずはお気軽にお問合せく
ださい。
　なお新型コロナの感染状況等によりご希望に添えない状
況が生じる場合もあります。

◆体験メニュー
　土器、ミニ土器、縄文食、縄文クッキー、まが玉、さき
織り、どんぐりカレンダー、どんぐり時計、貝塚調べ

◆お問合せ・申込み
　文化財センター　☎８８６－０２９１　※月曜休館

　陸平貝塚公園内ではイノシシ捕獲の
ためにワナをしかけてある場所があり
ます。目印で表示してありますので、
進入しないようにお願いいたします。
イノシシは夜間に
行動していること
が確認されていま
す。

イノシシ注意イノシシ注意

たくさんの文字が書いてあります。それぞれ文字の続きに入る文字は何でしょう。
①～⑦はそれぞれ同じ文字が入ります。

①宮脇、陣屋敷、陣屋敷低湿地、根本、御
ごりょうだいら

霊平、久
きゅうがい

返り北、久返り南、花
はなたて

立、多
た ご や ま

古山、天神平、ミコヤ、
押
お し い ど

井戸、本
もとやま

山、向
むかいじ

地、松
まつさく

作、トチ郎
ろううち

内、綿
わたうち

打北、綿打南、打
うちこし

越北、打越南、木
き

の根
ね だ

田、内
う ち で

出、宮
みやまえ

前、
宮
みやのうしろ

後、下
しも

の下
した

、大
お お わ

輪、法
ほうどう

堂、端
はじやま

山、源
げ ん じ う ち

氏内、榎
いのきした

下、間野平
だいらだい

台、太田門
かど

、息
い き す

栖、高峯、根
ね ひ ま え

火前、山
やまうちいり

内入、
大塚平山、大塚杉山、余

よ ご う は ま

郷浜、木曾ノ内、宮地、突
と つ の み や

之宮、宮地天神、茂呂堀
ほりたて

立、久保ノ内、茂呂後
うしろた

田、
岸内、木原二本松、大

お お ふ な と

舟戸、木原根
ね び や ま

火山、木原新宿、御
お さ え ん

茶園西、御茶園、木原門
もんぜん

前、迎
むかえだいら

平、茂呂天神、
八
は っ か や ま

ケ山、請
うけりょうみょうざん

領妙山、刈
か り ま ん だ

満田、野中、天
てんのううしろ

王後、原
はらみなみ

南、原、清
せんげつ

月、荒
あ ら じ

地、木原台、北ノ窪、城
し ろ の う ち

ノ内、六
ろくしょ

所、
舟
ふなこみやだいら

子宮平、浅
せんげんだい

間台、殿
と の だ

田、七
ななまが

曲り、鍛
か じ う ち

治内、布佐谷津、木原神
じんでん

田、木原平塚、柿
かきのきだいら

平、摩
ま か ど

迦陀東、摩迦陀
北、摩迦陀、笹山、上

か み の う ち

ノ内、興津神
しんめい

明、中根台、稲荷山北、十
じゅうさんづか

三塚、稲荷山、原
はらはたけ

畑、高
こ う や だ い

野台、醒
さ む が い

ヶ井、
巽
た つ み く ぼ

久保、信太宮平、大
おおさくだい

作台、信太平
たいらだい

台、西
にしやまひがしぞえ

山東添、大
お お や や つ だ い

谷谷津台、興津白
し ら い

井、大
お お し み ず

清水、木原長峰、池端、大日、
請領八枚、信

し だ い り こ の だ い

太入子ノ台、野中東

②薬師堂、仏国寺、木原館
やかた

③陸平、平
ひ ら き

木、興津、虚
こ く う ぞ う

空蔵、信太、大谷

④木原、大
お お や ね ご や

谷根古屋

⑤トチロ内
うち

、大
だいにち

日、濱田庚
こうしん

申、稲
い な ご だ

子田、大
お お や こ

谷狐、木原石
いしがみ

神、池
い け の か た こ う し ん

ノ潟庚申、経
きょう

⑥山
さんのうやま

王山、茂呂カリマタ、大
お お や は ち ま ん だ い

谷八幡台、木原行
ゆきたけ

竹、城
しろやま

山、東
とうざき

崎

⑦大塚、茂呂根
ね も と だ い

本台、大須賀津、木原白
しらはた

籏、八
はちまいはら

枚原、木原原
はら

、木原清
せんげつ

月、
　舟子塚

つかばら

原、常
ひ た ち さ さ や ま

陸笹山、信太美駒、沢田
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〜野
の

中
な か

東
ひがし

遺跡〜

野中遺跡野中遺跡
　平成５・６年（１次）、平成 10 年（２次）と２度にわたり発
掘調査が実施されました。遺跡は 125 線バイパス沿いの台地平
坦部に広がり、弥生時代後期の住居跡、古墳時代中期から後期
にかけての住居跡・掘立柱建物跡・円墳等が検出されました。
土器をはじめ紡錘車、鉄鏃、刀子、ガラス小玉、滑石製模造品
などが出土しています。

▲発掘の様子

▲一辺約９ｍの古墳時代の住居址
　　　　　　　（真上から。上が南東方向）

▲貯蔵穴付近から
　カメ形の土器が出土

▲住居のカマド周辺から土器片などが出土

カマド

▲空から見た野中東遺跡

▲住居のカマド
　（カマドの形がよく残っていませんでした）

床
か
ら
こ
の
高
さ
ま
で

土
で
埋
ま
っ
て
い
ま
し
た

野中遺跡

野中東遺跡
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　野中東遺跡は店舗建設にともない新たに確認され
た遺跡です。遺跡の場所は美浦中学校、ドラッグス
トアと道路をはさんで隣接する 125 号線沿いの山林
だったところです。ちょうど信号のあるＴ字路にも
なっていますので通りすがりに発掘調査の様子を見
かけた方もいたことでしょう。
　この場所は、国道 125 号線バイパスの通る南東
側から大きく谷が入り込む地形で、谷頭に現在スー
パーストアやドラッグストアがあります。スーパー
ストアの場所は平成 10（1998）年に「野中遺跡」
として弥生時代から古墳時代の集落跡が調査されて
います。今回の調査地はその東側に位置しており、
台地縁辺部の傾斜地にあたります。
　発掘調査の結果、縄文時代の住居跡１軒と遺物の
集中する竪穴状の跡が１か所、そして古墳時代の住
居跡１軒を発見することができました。
　縄文時代の住居跡は、「炉

ろ

」という火を燃やした
跡を中心に柱を据えた小穴が巡るもので、約 5,000
年前と想定されている縄文時代中期（阿

あ た ま だ い に し き

玉台Ⅱ式期）
の土器片が出土しました。また、竪穴状の跡から出
土した遺物も同様の時期の土器片であることから、
縄文時代中頃にはすでにこの場所で生活が営まれて
いたことがわかりました。
　古墳時代の住居跡は、四角い形状に掘り込まれた
竪穴住居で、一辺の長さが約９ｍもありました。こ
の時期のものとしては大型で、あまり例がありませ
ん。住居跡は、発見された場所が山林であったため
良好な状態で保存されていたと思われ、調査する前
からその部分は周囲より大きく窪んでいました。窪
んでいた理由としては、住居跡の掘り込みが深く、
またこの場所が高台で周りから土砂などが入りにく
い環境にあり、埋没しきれなかったためではないか
と考えられます。

　そして古墳時代の住居で特徴的なのは、住居屋内
に設置されたカマドと言われる、火を焚いて煮炊き
するための調理施設です。
　古墳時代の後半になって作られ始めたカマドは、
普及し始めると北側の壁に付けられるのが一般的で
すが、ここでは南側の出入りする場所のすぐ脇に設
けられています。また、火を燃やした際に発生する
煙を排出する穴（煙道と呼ばれます）は、時期が新
しくなるにしたがい屋外へ煙が出ていくようにカマ
ドから住居の外に向かってトンネル状の掘り込みを
作るようになりますが、この住居跡ではまだ屋内に
ありました。
　縄文時代から続く「炉」は、人びとが暖をとるだ
けではなく、住居内の採光、加熱調理の機能などを
併せ持っていました。それに対し、古墳時代に入る
と次第に「炉」が作られなくなり、代わりに効率の
良い調理機能に特化したカマドへ移り変わっていき
ます。野中東遺跡の住居はカマドがつくられ始めた
時期のものであると考えられます。
　阿見町東部工業団地の場所でかつて発掘調査がお
こなわれた星

ほしあい

合遺跡では、野中東遺跡と同様のカマ
ドの配置を持つ住居跡が多数確認されていることで
知られています。それらの住居は、出土した遺物か
ら５世紀末～６世紀前半の時期とみられ、前述した
野中遺跡でもほぼ同じ時期の土器を伴った住居跡が
確認されていることから、同時期の集落がこの地域
に展開していたと想定されます。その中でも今回調
査した野中東遺跡の住居跡は、ほかの遺跡の住居跡
より大型であり、さらに野中遺跡とは谷を挟む対岸
に位置していることから、居住以外の別の目的で利
用された可能性もあります。野中東遺跡は、隣接す
る野中遺跡との関わりやこの地域の古墳時代のあり
方を知るうえで非常に興味深い遺跡です。
※野中東遺跡の紹介にあたりましては株式会社地域文化
財研究所の協力を得ました。

今回は昨年 12月から今年１月中旬にかけて発掘調査がおこなわれた
野中東遺跡をご紹介します。

遺跡発掘調査速報！
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新型コロナウイルス感染拡大予防の
ためご協力をお願いいたします。

・マスクのご着用

・文化財センターの出入り口にて手・指の消毒

・体調がすぐれない場合はご来館をお控え願います。

文化財センターにご来館される文化財センターにご来館される
皆様へお願い皆様へお願い

　

霞
ケ
浦
に
囲
ま
れ
て
い
る
美
浦
村
で
は
毎

年
美
味
し
い
米
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
立
春

を
過
ぎ
る
と
田
植
え
に
向
け
た
米
作
り
の
準

備
が
始
ま
り
、
田
植
え
、
夏
の
草
取
り
、
秋
に

は
黄
金
色
に
実
っ
た
稲
穂
の
稲
刈
り
と
、
主

食
を
米
と
す
る
日
本
で
は
各
地
で
米
作
り
の

風
景
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
田
ん
ぼ
の
大
き
さ
は
耕
地
整
理
に

よ
り
、
よ
り
広
く
大
き
く
な
り
、
機
械
で
の
作

業
が
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
灌
漑

排
水
設
備
の
整
備
に
よ
る
田
ん
ぼ
の
水
の
調

整
や
湖
岸
の
堤
防
整
備
に
よ
り
台
風
や
洪
水

な
ど
自
然
災
害
に
よ
る
田
ん
ぼ
の
被
害
も
と

て
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
過
去
の
記
録
や
古
文
書
、
発
掘
調

査
な
ど
か
ら
昔
の
美
浦
村
の
田
ん
ぼ
の
様
子

を
少
し
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

昭
和
の
時
代
、
農
業
に
携
わ
る
人
が
多
か
っ

た
頃
は
各
々
の
家
が
田
ん
ぼ
を
耕
作
し
て
い
ま

し
た
の
で
1
枚
の
田
ん
ぼ
の
広
さ
は
現
在
よ
り

も
狭
い
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
大
正
時
代
末
期

頃
か
ら
灌
漑
設
備
が
整
い
始
め
ま
し
た
が
、
そ

れ
以
前
は
村
内
各
地
に
造
ら
れ
た
大
小
の
溜
池

が
田
ん
ぼ
の
水
に
利
用
さ
れ
、
な
か
で
も
安
中

地
区
に
あ
っ
た
蔵
後
池
は
特
に
大
き
な
も
の
で

し
た
。
田
ん
ぼ
に
と
っ
て
水
は
大
変
貴
重
で
し

た
の
で
、
時
に
は
溜
池
の
水
を
め
ぐ
り
い
さ
か

い
が
起
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

か
つ
て
湖
岸
沿
い
は
ア
シ
や
ヨ
シ
な
ど
が

生
い
茂
っ
て
い
る
エ
リ
ア
で
し
た
し
、
村
内

各
地
に
は
畑
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
土
地
が

今
よ
り
も
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

弥
生
時
代
に
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
米
作
り

の
技
術
は
代
々
伝
わ
っ
て
現
代
に
続
い
て
い

ま
す
。
古
代
米
と
は
赤
米
と
呼
ば
れ
て
い
る

う
る
ち
米
で
、長
い
間
神
社
な
ど
の
奉
納
の
た

め
に
作
ら
れ
続
け
今
に
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

弥
生
時
代
の
集
落
跡
は
村
内
で
い
く
つ
も
み

つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
水
田
の
跡
は
ま
だ
確

認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
陣
屋
敷
低

湿
地
遺
跡
で
平
安
時
代
以
前
に
耕
作
さ
れ
た

古
代
の
水
田
面
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
が
美

浦
村
で
は
唯
一
の
調
査
事
例
で
す
。
弥
生
時

代
は
従
来
の
紀
元
前
3
世
紀
か
ら
3
世
紀
ま

で
と
い
う
年
代
が
近
年
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま

す
が
、
あ
く
ま
で
も
仮
に
紀
元
元
年
か
ら
作

り
始
め
た
と
す
る
と
今
年
は
２
０
２
１
回
目

の
米
作
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

古こ

だ

い

ま

い

代
米
　
そ
ば
　
し
い
た
け
　
お
い
し
い
ね

田た

ん
ぼ
で
は
　
蛙か

え
る

が
す
い
す
い
　
泳お

よ

い
で
る

満ま

ん

ぷ

く腹
だ
　
光こ

う

い

っ

て

ん

一
点
と
　
美み

ほ浦
そ
だ
ち

「
美
浦
か
る
た
」
で
知
る
み
ほ
の
文
化
財

今
回
の
札
は

「
こ
」「
た
」「
ま
」

　　①遺跡　　②跡　　　③貝塚　　④城址
　　⑤塚　　　⑥古墳　　⑦古墳群

　これらはすべて村の遺跡地図に登録されてい
る遺跡の名前です。たくさんありますね。現在
登録されている遺跡は 145 ヶ所あります。遺跡
の名前は、主に小字名が使われています。

P1のクイズの 答え


