
　本年度，発掘調査を行った大津保畑遺跡（中種子町坂井本村）から旧石器時代の落し穴が12

基発見されました。姶良Tn火山灰（約２万４千年前）より，さらに下位の種Ⅳ火山灰層（約３

万年前）の下から発見されたので，国内最古と考えられています。１月20日には現地説明会を

開催し，約400名の見学者が訪れました。
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●　発掘調査

▲　報告書作成

▲魚見ヶ原遺跡

▲安茶ヶ原遺跡
市堀遺跡▲

▲上山路山遺跡

前山遺跡▲

上水流遺跡▲

▲中原山野遺跡

●中津野遺跡･南下遺跡

●向井原遺跡
　尾付野山遺跡

●堂園遺跡A･B地点

　西原段Ⅰ遺跡
　野鹿倉遺跡
　建山遺跡
　狩俣遺跡
　高古塚遺跡
　鳥居川遺跡
　チシャノ木遺跡

▲農業開発総合センター遺跡群(4遺跡)

▲前原遺跡

▲堂平窯遺跡

▲仁田尾中A･B遺跡

●鳴野原遺跡A･B地点
●根木原B･C･D遺跡

▲

　本年度，当センターでは22

遺跡の発掘調査と18遺跡の整

理作業（３頁参照），20遺跡

の報告書作成を行いました。

　そこで，これらの中から主

な調査成果を紹介します。

縄文時代の集石

～根木原Ｂ遺跡(鹿屋市)～

　この集石は，桜島の爆発によっ

てできた火山灰層（薩摩火山灰層

約11,500年前）の直下から発見さ

れました。石蒸し料理に使ったと

考えられています。

墓地に続き集落を発見！　

～堂園遺跡Ｂ地点(川辺町)～

　Ａ地点の弥生から古墳時代にか

けての土坑墓群に続き，Ｂ地点で

25軒の住居跡が見つかりました。

集落と墓域の位置関係を知る上で

重要な遺跡と考えられています。

赤色のなぞ 

～上水流遺跡（南さつま市）～

　縄文時代晩期の鉢形をした土

器に塗られていた赤い顔料を分

析した結果，表はベンガラ，裏

は水銀朱であることが判明しま

した。２種類の顔料が使われて

いるのは珍しく，県内では榎崎

Ｂ遺跡（鹿屋市）についで２例

目です。

電子顕微鏡で見たベンガラ粒子

古墳時代の住居跡

～向井原遺跡（さつま町）～

　古墳時代の竪穴住居跡が４軒発

見されました。床が二段（ベッド

状遺構）になった住居跡からは，

完全な坩形土器，朱色に塗られた

高坏などが出土しました。
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種子島
屋久島

喜界島奄美大島

●屋鈍遺跡

荒木貝塚●

小園遺跡
大津保畑遺跡●●

  上野原縄文の森展示館において，第18回企画展「新発見！かごしま

の遺跡　2007」が平成19年４月末から開催されます。平成18年度の調

査成果を，埋文だよりで紹介できなかった遺跡も含めて，速報でご紹

介する予定です。どうぞご期待ください。

お知らせ

Uenohara Jomon no Mori

整理作業を行った遺跡
栫城跡　　　　（いちき串木野市）

仁田尾遺跡　　（ 鹿 児 島 市 ）

根木原Ｃ遺跡  （ 鹿  屋  市 ）

根木原Ｄ遺跡  （      〃      ）

前畑遺跡　　　（      〃      ）

宮ノ上遺跡　　 ( 川  辺  町 )

唐尾遺跡      （ 曽  於  市 ）

西原遺跡       (      〃      )

市ノ原３遺跡  （ 日  置  市 ）

市ノ原４遺跡  （      〃      ）

向栫城跡      （      〃      ）

南摺ヶ浜遺跡　（　指　宿　市　）

頭無迫田遺跡   (  南さつま市  )

宗円堀遺跡     (      〃      )

諏訪脇遺跡     (      〃      )

芝原遺跡   　  (      〃      )

持躰松遺跡    （      〃      ）

渡畑遺跡      （      〃      ）

古代の建物跡

　～高古塚遺跡（曽於市）～

　穴を掘って柱を建てた古代の建  

                     物跡で，中

                     央に火を焚

                     いた跡（炉

                     跡）が見つ

                     かりました。

                     また，柱跡

                     の配置から

                     建て替えが

                     行われたこ

                     ともわかり

                     ました。

旧石器時代の石器が30万点！

～仁田尾中Ａ･Ｂ遺跡(鹿児島市)～

　旧石器時代の終わりから縄文時

代のはじめにかけての石器（ナイ

フ形石器や石鏃等）約30万点が出

土し，九州で最大級の発見となり

ました。

縄文時代の編み物を再現

～芝原遺跡（南さつま市）～

　縄文時代後期の土器の底につ

いていた凹凸を樹脂で型取りし，

それに着色を行いました。する

と，土器を作るときに使われた

編み物の文様がくっきりと現れ

ました。

九州西北部との交流

　～建山遺跡（曽於市）～

 　　　　　　　　 旧石器時代の       

                細石刃などが見

                つかりました。

                石器に用いられ

                た黒曜石の中に

                は，九州西北部

                産のものが含ま

                れており，広く

                交流が行われて

                いたことがわか

                りました。
細石核

埋設土器 ～農業開発総合セン

ター遺跡群(南さつま市)～

　諏訪牟田遺跡など３つの遺跡で，

縄文時代晩期の埋設された土器が

５個発見されました。これらの土

器の中には，底を打ち欠いた土器

もあり，このことから，葬送に使

われたと考えられます。
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　昨年の10月５日に，「ＩＴを活用した遠隔教育システ

ム実践研究」の一つとして，肝付町立川上中学校とテレ

ビ会議システムを使った授業が行われました。当日は，

センターと学校をインターネット回線でつなぎ，土器・

石器の説明や当センターの仕事内容などを紹介しました。

また，生徒からは，上野原遺跡や縄文時代に関する多く

の質問がありました。10月20日に実施された上野原縄文

の森への一日遠足の事前学習としても役立ててもらえた

ようです。

　昨年の10月４日に，鹿屋市立市成中学校１年生22名が「総合的な学習の時間」を使って，

調べ学習に訪れました。限られた時間で，より多くの業務を体験してもらうために，次の５

つの学習コースを設定し，グループごとに15分ずつ体験してもらいました。

　①　見えない文字を読み取ろう！　

　②　土器に機械を使って注記しよう！

　③　大判カメラで撮影して現像してみよう！

　④　手の平の形を実測道具で写し取ろう！

　⑤　縄文の森ホームページにアクセスしよう！

　実際に写真を焼き付けたり，肉眼では見ること

ができない文字を赤外線テレビカメラで見たりす

ることは，生徒にとって初めての体験で，驚きや

感動することが多かったようです。当センターには，

このような活用方法もありますので，ぜひ相談してく

ださい。

　２月１日，２日の２日間，県内の28市町の埋蔵文化

財担当者37名が参加して，『効率的な報告書作成』を

テーマに技術研修講座を実施しました。

　１日目は，奈良文化財研究所の深澤芳樹上席研究員

による「報告書作成の理念と技術」についての講演と

報告書作成における編集・校正の実践例の報告などを

行い，２日目はそれについての質疑応答・討論を行い

ました。その後，第２のテーマ『県内の遺跡の発掘調

査成果の報告』では，調査方法や記録の取り方などに

ついても話し合われました。

～技術研修講座(上級)を実施～
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい　　ぎ
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落し穴ってなぁに？

１　何のために作ったの？

２　いつ頃から作られているの？

３　落し穴ってどんな形？ 

　落し穴は，動物を捕獲するために作られ

ました。昔の人びとは，イノシシやシカの

通り道（けもの道）に落し穴を作って，狩

りをしていたと考えられています。

               　　 落し穴は，旧石器時代から作ら

　　　　　　　　　れていたことがわかっています。

　　　　　　　　  これまで，日本最古の落し穴は，

静岡県で見つかった約２万７千年前のものでしたが，

最近，中種子町大津保畑遺跡で約３万年以上前のもの

が見つかりました。現在，県内で見つかっている約350

基の落し穴は，ほとんどが縄文時代のものですが，旧

石器時代や古代・中世のものも少数見つかっています。

　今後の調査で，弥生時代や古墳時代の落し穴も見つ

かるかもしれません。　　　　　　　　　　　　　　

　　

旧石器時代（鹿児島市仁田尾遺跡） 縄文時代中期（霧島市永磯遺跡）

縄文時代後期（霧島市上野原遺跡） 中世（曽於市チシャノ木遺跡）

旧石器時代（鹿児島市竹ノ山遺跡） 縄文時代中期（霧島市永磯遺跡）

逆茂木のあとがある落し穴（曽於市関山遺跡） 並べて作られた落し穴（霧島市上野原遺跡）

古代（曽於市高篠遺跡）

　これまでに県内で見つかった落

し穴の形は，大きく円形・楕円形

・長方形の３つに分けることがで

きます。

　時代ごとにみると，旧石器時代

は円形や楕円形が多く，縄文時代

はすべての形が見られ，古代では

長方形のものが知られています。

　これらの落し穴の中には，落ちた動物が簡単に逃げられないように

杭（逆茂木）を穴の底に挿していたあとが見つかることもあります。

また，落し穴が規則的に並んで見つかることがありますが，これは動

物を追い込ん

でより確実に

捕獲するため

と考えられて

います。　　

　発掘調査で見つかる遺構の中には，落し穴と考えられるものがあります。一口に落し穴とい

っても，形やその配置もさまざまです。そこで，今回は落し穴について紹介します。

      はっ  くつ  ちょう さ                                  い   こう

                                                はい   ち                                                                                                                                      しょう かい

                                                                                          きゅう せっ   き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さい   こ

しず  おか   けん

さい  きん         なか   た    ね  ちょう おお   つ    ぼ   ばた

                                                      げん ざい

　き                                                                    じょう もん

                                こ   だい       ちゅう せい                         しょう すう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や よ い　　　　　　　　　　 こ    ふん       

                                                                                                          

                                                                                                                                                                             だ   えん  けい

                                                                                                                       かん  たん

                 さか   も    ぎ                           そこ         さ

                                                き   そく  てき 

　　　　　　　　　お　　　　　こ

　　　　　　　　　　　 かく  じつ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう　ぶつ　　　　 ほ   かく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か

        か  ご しま し  に  た  お       ちゅうき    きりしま し ながいそ 

 こう き                 うえ の はら      そ  お  し                  き

   たけ の やま ながいそ たかしの

 せきやま
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縄文の森 第17回企画展に伴う
講演会のご案内

日　時　平成19年３月17日（土）13時30分～

場　所　上野原縄文の森展示館多目的ルーム

内　容　三角山遺跡について（中村和美文化財主事）

その他　定員100名　講演終了後，講師が企画展示に

　　　　ついて解説を行います。

　地域が育む「かごしまの教育」県民週間にあたり，10月

28日に根木原遺跡，11月４日に狩俣遺跡で現地説明会を実

施しました。どちらの遺跡も天候に恵まれ，合わせて327

名の見学者がありました。根木原遺跡では，平成９年から

10年間の発掘調査で出土

した土器や石器などと本

年度の調査で発見された

縄文時代の集石などを公

開しました。

　狩俣遺跡では，約230年前の桜島の火山灰に覆われた畑の

畝跡などを公開しました。また，遺跡の見学のほかに発掘体

験や火起こし体験が行われ，見学者は有意義な一日が過ごせ

たようです。

畝跡の説明(狩俣遺跡)

集石の説明(根木原遺跡)

　国道270号改良工事に伴い発掘調査が行われた南下遺跡で，古墳時代初頭（約1700年前）の

木製の鍬と柄がセットで２組見つかりました。この鍬の発見で，この一帯は，古墳時代から水

田として利用されていた可能性が高まりました。

一般的な山鍬(上)との大きさを比較 柄に装着された状態の鍬（○印の部分が，ほぞ穴）

こ　　　　　 ふん     じ     だい    しょ    とう

             のう    ぐ 

げん　　　　　 ち    せつ     めい    かい

              けん    みん   しゅう   かん            じっ     し

みなみ　　　　　　　　　　　　 きん  ぽう

            みなみ した   い   せき

　　　　 かの   や         はな  おか            ね    ぎ   はら

                そ    お         おお  すみ           かり  また 

　　　 こく  どう           ごう  かい りょう こう   じ        ともな       はっ  くつ ちょう  さ

 もく  せい        くわ         え                                                                                                                     はっ  けん                          いっ  たい                                                  すい

 でん                     り   よう                                 か   のう  せい 

        ち   いき       はぐく                                          きょう いく

                                                                               てん  こう        めぐ                    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         へい  せい

                                                                                                                                                 しゅつ  ど

                                                                                                         ど    き         せっ   き

                                                                                           じょう もん                   しゅう せき                    こう

                                                                                            かい

                                                                                                                                                                            さくら じま         か   ざん  ばい        おお                  　 はたけ

                                                                                           うね   あと                                                                                                                                                  たい

                                                                                            けん         ひ    お                                                                                 ゆう   い    ぎ                            す

　　　　　　　　　　　　 うえ   の   はら                          てん   じ   かん   た   もく  てき

                         さん  かく  やま                                            なか  むら  かず   み   ぶん   か   ざい  しゅ   じ

                                                                     しゅうりょう  ご         こう   し

                                           かい  せつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　 かく      てん              ともな

                                 こう      えん     かい                         あん     ない

 いっ  ぱん  てき　      やま  ぐわ                                                   ひ   かく              そう ちゃく                  じょう たい


