
東下地遺跡Ba区の調査について 
　Ba区はAa区の 150mほど北西に設定しました。この調査区では、現在までのところ、古代・中世・ 
近世の活動の様子は分かりません。しかし、弥生時代前期の遺物の散布と、それ以降の時代の水田跡が見 
つかりました。弥生時代前期の遺物は土器片ばかりで、当時のヒトが活動した痕跡とは考えられますが、 
より詳細な活動内容は不明です。また、水田跡は、当時のアゼの形が写り込んだ痕跡のみですが、調査区 
全体で、地形に沿った状態で作られた様子が見つかっています。 高井古墳群 玉川変電所遺跡高井城址
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遺跡から石巻山を望む

東下地遺跡（赤色）と周辺の遺跡（1:25,000）
明治二十四年陸地測量部作成二万分の一地形図「石巻山」より
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Ba区水田跡検出状況（北より） 

弥生時代前期土器片出土状況 
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　東下
地
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
五
月
か
ら
本
格
的
に
始
ま
り
ま
し
た
。

今
回
の
説
明
会
は
本
年
度
調
査
を
予
定
し
て
い
る
前
半
部
分
に
つ
い
て

公
開
い
た
し
ま
す
。

　東下
地
遺
跡
の
位
置
す
る
場
所
は
、
東
側
に
あ
る
神
田
川
と
西
側
に

あ
る
台
地
に
挟
ま
れ
た
低
地
部
分
に
あ
た
り
ま
す
。
近
く
の
住
む
方
の

お
話
に
よ
れ
ば
、
神
田
川
の
整
備
が
さ
れ
る
ま
で
、
川
が
よ
く
氾
濫
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
進
め
て
い
る
Ａ
ａ
区
に
堆
積
し
て
い
る
地
層

か
ら
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　今回
は
現
在
調
査
中
の
Ａ
ａ
区
の
調
査
成
果
を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。

　東側
に
一
段
低
い
場
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
が
か
つ
て
神
田
川
の
川

辺
で
、
川
の
流
れ
に
よ
っ
て
浸
食
を
う
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

一
段
低
い
所
と
高
く
な
っ
た
端
に
そ
れ
ぞ
れ
溝
が
掘
ら
れ
て
い
ま
す
。

出
土
し
た
遺
物
か
ら
室
町
か
ら
戦
国
時
代
の
溝
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

農
業
用
の
水
路
、
あ
る
い
は
居
住
地
の
周
り
を
囲
う
屋
敷
溝
、
い
ず
れ

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　北東
側
に
幅
広
い
大
き
な
落
ち
込
み
４
５
４
Ｓ
Ｘ
が
あ
り
ま
す
。
出

土
し
た
遺
物
か
ら
平
安
時
代
終
り
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
埋
ま
っ
た

自
然
流
路
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
流
路
は
鎌
倉
時
代
に
水
流
が
な
く

な
り
、
そ
の
後
、
東
側
の
神
田
川
寄
り
に
流
路
が
移
動
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　その
ほ
か
、
大
小
様
々
な
穴
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

ほ
と
ん
ど
の
穴
は
茶
椀
の
か
け
ら
な
ど
が
少
し
入
っ
て
い
る
程
度
で
、

何
の
た
め
に
掘
っ
た
穴
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
写
真
を
載
せ
た

い
く
つ
か
の
場
所
か
ら
ま
と
ま
っ
て
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
平

安
時
代
の
長
頸
瓶
が
横
に
な
っ
て
い
た
穴
３
６
２
Ｓ
Ｐ
、
人
骨
と
い
っ

し
ょ
に
出
土
し
た
数
珠
玉
の
水
晶
は
鎌
倉
時
代
の
お
墓
３
０
３
Ｓ
Ｔ
の

副
葬
品
で
し
ょ
う
か
。
さ
き
に
紹
介
し
た
一
段
低
い
場
所
の
室
町
時
代

の
溝
４
６
３
Ｓ
Ｄ
で
は
土
製
の
鍋
が
あ
り
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
の
素
焼

き
の
皿
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
た
穴
５
１
１
Ｓ
Ｋ
は
現
地
で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
陶
器
で
は
な
く
素
焼
き
の
土
師
器
皿
は
特
別
な
行
事
に

使
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　今回見つかった遺物は、弥生時代前期（Ｂａ区）がもっとも古く、
古墳時代、奈良・平安時代の陶器、そして自然流路４５４ＳＸから多
く出土している鎌倉時代の椀、皿などの陶器、素焼きの土師器小皿、
なかには調度品として使用されていた青磁もあります。鎌倉時代のは
じめ頃、素焼きの土師器小皿がまとまって出土することはあまりなく、
どのように使ったのか注目されます。


