
大船渡市の遺跡一覧

主 　 な 　 中 　 世 　 の 　 山 　 城

主 　 　 　 　 　 な 　 　 　 　 　 史 　 　 　 　 　 跡

主     な     遺     跡

国史跡 蛸ノ浦貝塚

　湾口を見おろす丘にあり

ます。厚さ２ｍの日本屈指

の大貝塚からは、当時の豊

かな食文化がわかります。

　草が茂っていない時期に

は、地形に貝層の盛り上が

りを見ることができます。
大船渡市立博物館にある、本物の貝層断面では、
マグロだけの層や大きな貝の重なりが見れます

た こ の う ら か い づ か 【主要な時代】
縄文時代前期後葉～中期
約 5,500 ～ 4,000 年前50
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国史跡 下船渡貝塚

　大船渡湾と名勝珊琥島などの島々を一

望できる丘にあります。

　貝層の近くから縄文人骨と並んで埋葬

されたイヌの骨や、精巧な鹿角製品など

が発見されました。

　

し も ふ な と か い づ か
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【主要な時代】
縄文時代後期中葉～晩期
約 3,500 ～ 2,200 年前

大船渡市立博物館で
縄文イヌに会えます 鹿角製腰飾り

国史跡 大洞貝塚

　三陸鉄道陸前赤崎駅から徒歩５分のところにあります。駅前

には、気仙三十三観音「田端観音堂」が出迎えてくれます。

　大洞貝塚は、居住域・墓域・海岸線などが発見されている、

当時の最先端の漁の技術をもった「縄文漁師のムラ」です。

　

　三陸鉄道リアス線 陸前赤崎駅に併設して
いる「大洞ふれあい交流館」 では、 大洞
貝塚に関するパネル解説展示を見ること
ができます。

　東北の縄文時代晩期につくられた土器は、「大洞」の名

をとって「大洞式土器」ともよばれます。土器文様の変化

で時代を示す、全国的なものさしとして知られています。
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お お ほ ら か い づ か 【主要な時代】
縄文時代晩期
約 3,000 ～ 2,200 年前

　居住域と墓域を囲むよ

うに貝塚があります。

　アサリ主体の貝塚に

は、大きなホタテやカキ

のほか、アイナメなどの

魚類やシカ・イノシシな

どの骨もありました。

　動物の骨や角、牙でつ

くられた道具類もたくさ

ん発見されています。

　漁の道具や装飾品など、多種多様です。大洞貝塚では、

国内で数例しかない珍しいものも見つかっています。

縄文時代晩期終り頃の土器

貝層の中から遺物が発見された様子

ヒト穿孔歯

装飾付き
鹿角製刺突具

アスファルトで
矢じりが固定された根バサミ

当時は朱が塗られていた土偶

所在地：大船渡市赤崎町字大洞111-2

国内で発見例が少ない出土品

　関谷洞窟住居跡から鷹生

ダムに向かう途中の田園地

帯にあります。

　市内で最も多く土偶が発

見されています。北海道系

の特徴のある土器片や、中

世陶器もありました。

上鷹生遺跡
か み た こ う い せ き
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縄文時代はどんな賑わいだったんだろうか…

【主要な時代】
縄文時代後期～晩期
約 4,000 ～ 2,200 年前

いろんな顔の土偶が発見されました

　鷹生ダムに向かう県道沿

いにあり、洞内には鍾乳石、

奥には地底湖もあります。

　洞窟は暗く、落盤などの

危険があるため、洞窟入口

付近で雰囲気を味わってく

ださい。

県史跡 関谷洞窟住居跡
せ き や ど う く つ じ ゅ う き ょ あ と 【主要な時代】

縄文時代早期
約 7,000 年前110
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洞窟内から発見された土器と骨貝製品

長谷堂貝塚群

今出山

夏虫山

　縄文時代晩期には、居住

域と墓域を囲むように貝塚

が点在しました。

　大船渡周辺に産出しない

アスファルトや琥珀・ヒス

イ・黒曜石が発見され、交

流が盛んだったことがわか

ります。

　古刹長谷寺付近の住宅街

一帯にあります。

　縄文時代中期には、市内

唯一の広場を中心とした環

状集落がありました。　

  配石遺構やアサリ主体の

貝層もみつかっています。

は せ ど う か い づ か ぐ ん
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【主要な時代】
縄文時代中期～晩期
約 5,000 ～ 2,200 年前

このあたりは住宅が多く立ち並ぶ地域であり、 遺跡密集地でもあります

六本柱の掘立柱建物跡もありました

日本海側からやってきたアスファルトが
土器いっぱいに詰まっています

黒曜石

縄文時代中期から晩期の土器や石器

市史跡 宮野貝塚

　三陸鉄道綾里駅の目の前

に広がる丘一帯にあります。

　縄文時代、弥生時代、平

安時代、中世、近・現代と、

ほぼ全ての時代の遺構や遺

物が発見され、居住地とし

て選ばれ続けた丘です。

み や の か い づ か 【主要な時代】
縄文時代前期～晩期
約 6,000 ～ 2,200 年前

つぶれた状態の土器が発見された様子

岩だらけの中につくられた住居跡

　崎浜漁港と鬼間ケ崎を望

む丘の住宅地です。

　岩の多い斜面地に 70 棟

以上の住居跡が確認されま

した。岩と共存した縄文人

の集落です。

【主要な時代】
縄文時代前期～中期
約 6,000 ～ 4,000 年前田代遺跡 ・

中野遺跡

た し ろ い せ き

な か の い せ き

すり鉢状の地形の中に立地します

縄文時代中期の深鉢

石器
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小出館

赤崎城 ・生形館

根ノ城 ・ 根岸城

本丸館

松館

末崎城

猪川城

吉浜城平館

大船渡地区合同庁
舎の西側にあり、

る。城主は武田丹後、その子式部、及
川伊賀守と伝わる。

関谷洞窟住居跡の東側
にあり、主郭には八幡

現在は赤崎公園となっている大船渡
湾を見下ろす丘で、縄文時代は貝塚
があった。城主は新沼美作と伝わる。

にある。当時の面影はなくなったが、
雷神神社が鎮座する。城主は新沼太
郎左エ門と伝わる。

座し、境内には市天然記念物の「老杉」
がある。城主は多田左近将監または
多田三郎左エ門と伝わる。

すぐの国道 45 号沿いにある。城主は
新沼薩摩、玄蕃と伝わる。

主郭には天照御祖神社が鎮座する。
城主は新沼長門、同左京と伝わる。

神社が鎮座する。城主は新沼安芸綱
清、同内膳綱定、綱重、綱広と伝わる。

大船渡市役所の北側、国道 45号に面
してある。城主は千田久兵衛と伝わる。

門之浜湾に突き出
た館ケ崎の岬にあ

越喜来湾を望む丘
で、八幡神社が鎮

三陸鉄道綾里駅から南
へ徒歩５分ほどの場所

三陸沿岸道路吉浜
インターをおりて

土橋（どばし）
土を突き固めたり、削り残したり
してつくられた橋

土塁（どるい）
土を突き固めたり、
削り残したりしてつ
くられた土手

主郭（しゅかく）
本丸（ほんまる）・
本曲輪（ほんぐる
わ）ともいい、平坦
につくられ、城の中
心的な場所で建物
が集中する

堀（ほり）
敵が入ることを防ぐために郭

（曲輪）などを囲むように掘られ
た深い溝

出曲輪（でぐるわ）
主郭から離れたところ
にある砦・見張り場

虎口（こぐち）
城や曲輪の
出入り口

小出館の構造

上の図と比べてみてね！実際の写真です 柱穴が並ぶ主郭の様子

陶磁器や木製品、鉄製の槍

　東日本大震災により被災した越喜来小学校を移転改築するた

め、建設前に高台にあった山城を丸ごと発掘調査しました。

　小出館は詳しいことがわかっていませんでしたが、調査によ

り、総延長約 360ｍ、高低差が最大約 10ｍの堀が発見され、戦

国時代末期の要塞であることがわかりました。頂上に造成され

た平場には、十数棟もの建物の痕跡があり、中には太い柱の大

きな建物もありました。陶磁器や木器、鉄製の槍、兵糧とみら

れる炭化穀物なども発見されました。
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ま つ だ て い か わ じ ょ う

ね の じ ょ う ま っ さ き じ ょ う

あ か さ き じ ょ う ほ ん ま る だ て

た い ら だ て よ し は ま じ ょ う

こ い で だ て

犬ばしり（いぬばしり）
斜面などにある細長い
平坦部や通路

ね ぎ し じ ょ う

お い か た た て

【主要な時代】
戦国時代
約 500 ～ 400 年前

〒022-8501　
岩手県大船渡市盛町字宇津野沢 15
TEL 0192-27-3111　FAX 0192-27-8878
https://www.city.ofunato.iwate.jp

大船渡市教育委員会　教育総務課

令和４(2022）年 10 月

　このほかにも
まだ発見されてない
遺跡が眠っている
　可能性があるよ！

№ 遺跡名 時代

1 天神山

2
根ノ城
（根岸城）

中世

3 沢川 縄文？

4 田茂山城 中世

5 地ノ森 古墳

6 富沢貝塚Ⅰ 縄文

7 富沢貝塚Ⅱ 縄文

8 赤沢 縄文

9 上山 縄文

10 田中貝塚 縄文

11 上方 縄文

12 下船渡 縄文

13 下船渡貝塚 縄文・弥生

14 丸森Ⅰ 縄文

15 丸森Ⅲ 縄文

16 丸森Ⅱ 縄文

17 丸森一里塚 近世

18 船河原 縄文

19 峯岸 縄文

20 内田貝塚 縄文

21 細浦上の山貝塚 縄文

22 細浦

23
鬼沢貝塚
（山岸貝塚）

縄文

24 小細浦貝塚 縄文

25 中屋敷 縄文

26 平林 縄文

27 門之浜 縄文・平安

28 梅神 縄文

29 末崎城 中世

30 山根 旧石器？

31 碁石 旧石器？・縄文

32 赤土倉

33 名越 縄文

34 中井貝塚 縄文・奈良

35 向山 縄文

36 中井 縄文

37 長谷寺 縄文・平安

38 沢田 縄文

39 沢田城（館） 中世

40 赤洞 平安

41 沢田貝塚 縄文

42 尾久根山 縄文

43 後ノ入 縄文

44
赤崎城
（生形館）

中世

45 生形貝塚 縄文

46 大洞貝塚 縄文・弥生

47 礼林 縄文

48 下清水 縄文

49 清水貝塚 縄文

盛
町

大
船
渡
町

末
崎
町

赤
崎
町

遺跡名 時代

50 蛸ノ浦貝塚 縄文

51 森館 中世

52 鳥沢 縄文

53 長崎 縄文

54 長崎貝塚 縄文

55 外口 縄文

56 鬼沢 縄文

57 前田 縄文

58 猪川城 中世

59 迎館 中世

60 殿位

61 長洞 縄文

62 下冨岡 縄文

63 名高根 縄文・平安

64 畑中 縄文

65 上冨岡 縄文・古墳

66 上冨岡Ⅱ 縄文・奈良・平安

67 下中井 縄文・奈良

68 八幡 縄文

69 長谷堂貝塚群 縄文～弥生・平安

70 善蔵敷 縄文・平安

71 小山長根 縄文・古墳

72 長谷堂東 古墳

73 ソレッコ 縄文
猪

川

・

立

根

町
74 殿位Ⅱ 中世・近代？

75 堰口 縄文

76
堀内館
（御獄古館）

中世

77 桑原 縄文

78 久保 縄文

79 川原城 中世

80 関端 縄文

81 上手 縄文

82 寒風 縄文

83 野尻Ⅰ 縄文

84 野尻Ⅱ

85 萱中Ⅲ 縄文

86 萱中Ⅳ 縄文

87 沼田 縄文

88 細野一里塚 近世

89 萱中Ⅰ 縄文

90 萱中Ⅱ 縄文

91 細野Ⅲ 縄文

92 細野Ⅱ 縄文

93 大畑野 縄文・古代

94 細野Ⅰ 縄文

95 上甲子Ⅱ 縄文

96 上甲子Ⅰ 縄文

97 上甲子Ⅲ

98 下甲子 縄文

99 上代 縄文

立
根
町

日
頃
市
町

猪
川
町

赤
崎
町

遺跡名 時代

100 上鷹生 縄文

101 鷹生 古墳・縄文

102 下鷹生 縄文

103 大野林Ⅱ 縄文

104 大野林Ⅰ 縄文

105 中宿 縄文

106 上宿 縄文

107 大原野 縄文

108 関谷 縄文

109 松館 中世

110 関谷洞窟住居跡 縄文～古墳

111 舟野 縄文・古代

112 平山 縄文

113 行人沢

114 板用 縄文

115 野形館（花輪館） 中世

116 野形 縄文

117 清水 縄文

118 宮野貝塚
縄文・弥生・平安・

中世・近世

119 宮野 縄文

120 岩崎 縄文

121 平館 縄文・中世

122 槻館 中世

123 大畑野 縄文

124 高館城 中世

125 道尻貝塚 縄文

126 垂水 縄文・古代

127 黒木 縄文

128 向山 縄文

129 野々前貝塚 縄文

130 馬の背 縄文

131 寺屋敷 縄文

132 柳沢 縄文

133 大平 縄文

134 殿畑 縄文

135 新釜貝塚 縄文

136 新釜 縄文

137 砂子浜貝塚 縄文

138 荒友 縄文

139 舘ヶ森貝塚 縄文

140 小石浜 縄文

141 鬼沢 縄文

142 上甫嶺 縄文

143 井戸洞Ⅱ 縄文

144 井戸洞 縄文

145 平田館 中世

146 泊貝塚 縄文

147 高森館 中世

148 滝之沢 縄文

149 小峠 縄文

日
頃
市
町

三
陸
町
綾
里

三
陸
町
越
喜
来

遺跡名 時代

150 河内Ⅱ 縄文

151 河内Ⅰ 縄文

152 岡倉 縄文

153 野合 縄文

154 河内一里塚 近世

155 新峠河内一里塚 近世

156 小出Ⅰ 縄文

157 小出Ⅱ 縄文

158 鍛冶沢
縄文・平安・
中世・近世

159 小出館 中世・弥生

160 小出貝塚 縄文

161 久保コ 縄文

162 前田 縄文

163 前田Ⅱ 縄文

164 本丸館 中世・縄文

165 寺田 縄文・古代

166 中村貝塚 縄文

167 船造 縄文

168 中村 縄文

169 杉下 縄文

170 藤野田 縄文

171 浪板Ⅱ 縄文

172 浪板Ⅰ 縄文

173 下山 縄文・古代

174 皿米 縄文

175 田代 縄文

176 中野 縄文・平安

177 烏頭Ⅱ 縄文

178 烏頭Ⅰ 縄文

179 増館貝塚 縄文

180 向浜貝塚 縄文

181 平根一里塚 近世

182 大野 縄文

183 大野Ⅱ 縄文

184 中井 縄文

185 高館 中世

186 吉浜城 中世

187 沖田 縄文

188 白木沢一里塚 近世

189 扇洞 縄文・弥生

190 根白貝塚 縄文

191 向野貝塚 縄文

192 吉浜十二役貝塚 縄文

193 浜の内 縄文

194 千歳貝塚 縄文

195 鍬台一里塚 近世

三
陸
町
吉
浜

三
陸
町
越
喜
来

　大船渡市内には、先人たちが活動した痕跡と
して、200 か所近い遺跡が知られています。遺
跡は、宅地や農地・山林など、多くは個人の所
有地にあります。そのほとんどは、埋蔵文化財
として、私たちの足もとで、土の中にひっそり
と眠っているのです。
　遺跡として知られている場所に住宅を建てる
などの開発が行われるときは、発掘調査を行い、
記録を保存します。この調査によって、縄文時
代などの先人の知恵や文化、環境を知ることが
できます。
　当時の人びとが生活の場とした土地は、日当
たり、風向き、水場など利便性が高く、居住地
として選ばれた理由があります。
　これらの土地は景色も良く、いにしえの美し
い朝夕や四季の暮らしを感じることができま
す。
　国指定史跡大洞貝塚を始めとする大船渡の縄
文遺跡は、ジオパークのジオサイトにも登録さ
れています。
　市内の観光スポットとあわせて、マナーを守
りながら歴史の軌跡をたどり、新たな大船渡の
魅力を発見してみませんか？

遺跡の楽しみかた

穴通磯

市の花 ・ つばき

お
お
ふ
な
と
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三陸沿岸道路

大船渡碁石海岸 IC

大船渡 IC

大船渡北 IC 三陸 IC

三陸沿岸道路

吉浜 IC

盛

甫嶺

恋し浜

綾里

陸前赤崎

三陸

吉浜

三陸鉄道
リアス線

JR 大船渡線
BRT

至 陸前高田市

至 住田町

至 釜石市

大船渡魚市場前

地ノ森

大船渡

田茂山

下船渡

大船渡丸森

細浦

碁石海岸口

道の駅
さんりく

遊・YOU・亭夏虫

フレアイランド尾崎岬

五葉温泉

キャッセン大船渡

リアスホール・市立図書館
大船渡市役所

綾里川ダム不動滝

鷹生ダム

ど根性ポプラ広場
老杉（三陸大王杉）

吉浜海水浴場

綾里海水浴場

碁石海岸レストハウス

三陸 BMX スタジアム●

●

●

北里大学
海洋生命科学部付属
三陸臨海教育センター

●

●

●

♨
●

♨

●
●

●

●

●

おおふなぽーと

●大船渡市魚市場

●
●

●

●

●

●
●

越喜来浪板海水浴場

碁石浜

●
大船渡市防災学習館

珊琥島

吉浜の津波石●

合足の津波石

●

● 碁石海岸インフォメーションセンター
●

世界の椿館・碁石

穴通磯●

●三面椿

夏虫のお湯っこ

大洞ふれあい交流館

大船渡市立博物館

新峠河内一里塚

河内一里塚

細野一里塚

平根一里塚

白木沢一里塚

鍬台一里塚

浜街道

大窪山

夏虫山

毛無森山

今出山

大股山

綾里富士

立石山

飛定地山

箱根山

大六山

矢筈山

鍬台山

五葉山

大洞貝塚

関谷洞窟住居跡
松館

蛸ノ浦貝塚

下船渡貝塚

宮野貝塚

長谷堂貝塚群

上鷹生遺跡

平館

猪川城

根ノ城・根岸城

吉浜城

本丸館

末崎城

赤崎城・生形館

小出館

中野遺跡

田代遺跡

縄文時代の貝塚

市内の遺跡の特徴

中世の山城

　大船渡には貝塚遺跡が多くあり、岩手県内の約３分の
１にあたる約 30 か所が市内で見つかっています。

　貝塚遺跡からは、土器・石器のほかに、当時の人が
食べた動物の骨や貝、骨や角でつくった道具、人骨など、
当時の生活・文化を知る手がかりが発見されています。

　貝塚は、文字がない時代の情報がたくさん詰まった
歴史のタイムカプセルなのです。

　市内にある遺跡の約８割は、縄文時代の遺跡です。
大船渡は縄文時代から続くまちと言えます。

　こうして、繰り返し住まいに選ばれてきた遺跡には、
ひと味違う風景が広がっています。

　弥生時代や奈良・平安時代の遺跡も、そのほとんどが、
縄文時代の遺跡と同じ場所で発見されています。住ま
いに適した平地が少ない大船渡では、縄文人が住んで
いた場所に、その後もたびたび集落がつくられたよう
です。

　市内には 21 か所の城跡が知られています。城といえ
ば、壮麗な建物や石垣を想像しますが、鎌倉時代から
戦国時代の山城は、ほとんどが自然の山の地形を生か
した、質素で実用的なものでした。

　中世の武士たちは、城の要所に堀や平場をつくり、
攻め入る敵との戦いに臨んでいました。城跡は今も起
伏が残り、工夫と労力の跡を目にすることができます。

江戸時代の一里塚

　街道の両側には、一里（約４㎞）おきに一里塚がつ
くられ、旅人にとって大切なみちしるべとなっていま
した。

　歴史の道百選「浜街道」は、宮城県から青森県に通
じる沿岸の道で、市内を南北に貫いています。

　現在では片側しか残っていないものもありますが、
当時の名残を感じることができます。

鍬台一里塚

白木沢一里塚

新峠河内一里塚

河内一里塚

細野一里塚
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154

平根一里塚

くわだい

し ら き ざ わ

かわうち

かわうちしんとうげ

ひ ら ね

ほ そ の
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上鷹生遺跡

関谷洞窟住居跡

下船渡貝塚

白木沢一里塚

宮野貝塚

蛸ノ浦貝塚

大洞貝塚

長谷堂貝塚群

59・60

吉浜湾

越喜来湾

綾里湾

大
船
渡
湾

鬼間ケ崎

死骨崎

大磯島弁天崎

小壁崎

首崎

大塩岬

脚崎

綾里崎

門之浜湾

碁石岬

尾崎岬

　　気仙地域の自然や文化に関する地質・生物・考古 ・
歴史 ・ 民俗資料を展示している総合博物館です。 遺
跡から出土した資料の一部も展示しています。

大船渡市立博物館

〒022-0001 大船渡市末崎町字大浜 221-86
TEL 0192-29-2161　　FAX 0192-29-2162

三陸沿岸道路　大船渡碁石海岸ＩＣから約10分
ＪＲ大船渡線BRT「碁石海岸口」  車約10分又は徒歩約50分

いわて遺跡地図 はこちらから

おねがい

凡 例

遺跡内は私有地が多いので、 土地の所有者に断り
なく立ち入らないでください。 道路からでも、 周辺
の地形や景観を観察することができます。

道路などから遺跡を観察するときは、 交通ルールを
守り、 交通の妨げにならないよう安全に十分注意し
てください。

史跡内では、 土器 ・ 石器や貝殻などの遺物を採取
しないでください。

主な山城史跡

遺跡 （名称 ・ 時代は裏面の遺跡一覧をご覧ください）

一里塚 （史跡）

00

※ 遺跡の中でも重要なものが史跡に指定され、 特別に保護されています。

主な遺跡
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230

230

209

250

275
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9

9

9

9
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