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金堀沢遺跡 

金
かな

堀沢
ほりざわ

遺跡
い せ き

は 小川原
お が わ ら

湖
こ

の 北西
ほくせい

に

面し
め ん  

、小高い
こ だ か  

丘
おか

の上
う え

に位置
い ち

しています。

平成
へいせい

２年
  ねん

に 六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
むら

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

の

発掘
はっ くつ

調査
ち ょ う さ

によって、縄文
じょうもん

時代
じ だ い

の住居
じゅうきょ

や

貯蔵
ち ょぞ う

穴
けつ

、 墓
はか

、 平安
へいあん

時代
じ だ い

の 住居
じゅうきょ

跡
あと

が

発見
はっけん

され、縄文
じょうもん

時代
じ だ い

と平安
へいあん

時代
じ だ い

の集落
しゅうらく

遺跡
い せ き

であることが明らか
あ き    

になりました。 

縄文
じょうもん

土器
ど き

が伏せられた
ふ    

状態
じょうたい

で発見
はっけん

され

ました。縄文
じょうもん

時代
じ だ い

の子供
こ ど も

のお墓
  はか

であっ

たと考えられます
かんが           

。 

縄文
じょうもん

時代
じ だ い

の子供
こ ど も

の墓
はか

？ 縄文
じょうもん

時代
じ だ い

の貯蔵
ち ょ ぞ う

穴
けつ

 

フラスコのように掘られた
ほ   

穴
あな

が発見
はっけん

され

ました。縄文
じょうもん

時代
じ だ い

の貯蔵
ち ょぞ う

穴
けつ

だったと

考えられます
かんが            

。クリなど木の実
き  み

を保存
ほ ぞ ん

す

るための施設
し せ つ

だと考え
か ん が

られます。 

ここ 

１ 六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
むら

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

による試掘
し く つ

調査
ち ょ う さ

 

イメージ 

 

平安
へいあん

時代
じ だ い

の出土
し ゅ つ ど

遺物
い ぶ つ

 縄文
じょうもん

時代
じ だ い

の出土
し ゅ つ ど

遺物
い ぶ つ

 



六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
むら

では平安
へいあん

時代
じ だ い

に人口
じん こ う

が急増
きゅうぞう

しました。その人々
ひとびと

は本州
ほんしゅう

の南側
みなみがわ

からの移住者
い じゅ う しゃ

でした。では、

なぜここにやってきたのでしょうか。東海
と うかい

大学
だいがく

文
ぶん

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

松本建速
まつもとたけはや

氏
し

は、当時
と う じ

の人々
ひとびと

の生活
せいかつ

ぶりを知る
し  

ために調査
ち ょ う さ

しています。2014年度
ね ん ど

から発掘
はっ くつ

調査
ち ょ う さ

が始
はじ

まり、様々
さまざま

な発見
はっけん

がありました。 

 

２ 東海
と うかい

大学
だいがく

による発掘
はっ くつ

調査
ち ょ う さ

 

 

金堀沢遺跡での主な発見 

３ 土
つち

の重なり
かさ     

は時間
じ か ん

の経過
け い か

 

 

地面
じ め ん

を掘る
ほ  

と、下層
か そ う

にしたがって

土
つち

の色
いろ

が変
かわ

わってきます。これは

時代
じ だ い

によって、自然
し ぜ ん

や人間
にんげん

の働
はたら

きか

けが異なる
こと      

からです。 

皆
みな

さんが発掘
はっ くつ

の道具
ど う ぐ

で掘
ほ

り起
お

こし

たその土
つち

は、長い
なが   

年月
ねんげつ

をかけて少し
すこ   

ずつ自然
し ぜ ん

が積
つ

み重
かさ

ねたものです。 

私
わたし

たちが当たり前
あ    ま え

に踏み
ふ  

しめてい

る土
つち

には、その地
ち

の歴史
れ き し

を探る
さ ぐ

ヒント

が隠れ
か く   

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クロボク土が約 50cm堆積 

炭になった草を確認！ 

盛土の下には白頭山の火山灰が薄く

堆積していました 

出土フイゴの羽口を発見！ 

 

図・写真 

金堀沢遺跡地図…六ケ所村教委２０１０『わたしたちの六ヶ所村』ｐ１１５より引用、編集 

縄文時代の貯蔵穴…１９９１年 六ケ所村教育委員会実測図に菅野作成の絵を添付 

縄文時代の子供の墓？…１９９１年 六ケ所村教育委員会撮影 

縄文時代の出土遺物…2019年 菅野撮影 

平安時代の出土遺物…2019年 菅野撮影 

東海大学の発掘調査風景…2017年 松本撮影 2019年菅野加筆 

フイゴの羽口…松本・秋田・宮原・栗田・菅野２０１８「青森県六ケ所村金堀沢遺跡第 1次～4次調査概報―埋まりきらない遺跡の研究―」『海と考古学』より引用 

金堀沢遺跡の窪地 1,000年史のイラスト…2019年 菅野作成 

 

①生活中の竪穴住居 ②竪穴住居が廃屋になる 

③竪穴の中に土が溜まる ④盛土が埋まり窪地になる 


