
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福島市松川町水原の水原小学校の南側、約６００ｍ

の場所にある縄文時代草創期
そ う そ う き

（約１２０００年前）と

縄文時代晩期（約２５００年前頃）の遺跡です。 

昭和６２年に発掘調査が行われ、福島市内では最古

となる家の跡（縄文時代草創期の竪穴住居１棟）と 

石器を製作した跡が見つかっています。 

出土した土器も市内では最古級（約１００００年前）

のもので、草創期の爪形
つめがた

文
もん

土器
ど き

と呼ばれているもので

す。出土した石器と土器は福島県重要文化財に指定さ

れています。 

 第３回 仙台内前
せんだいうちまえ

遺
い

跡
せき

 （松川町）

★★ 次回は、白山
は く さ ん

遺跡
い せ き

（飯野
い い の

町
まち

）を紹介します ★★ 

縄文時代草創期の石器と土器（福島県指定重要文化財） 
 

福島市内でも最古級の縄文土器です。この時期の土器は完

全な形で見つかることがほとんどありませんが、全国的にも資

料の点数が少ないため、破片資料も貴重な資料です。 

また、石器は一箇所からまとまった状態で見つかりました。 

 

 

仙台内前遺跡 

遺跡 
周辺地図 

「土器捨て場」 

縄文人が使わなくなった土器や石器、

食べ物のカスなどを一箇所
い っ か し ょ

にまとめて捨

てた場所が見つかることがあります。 

宮畑遺跡では、土器がまとまって見つ

かった場所はありますが、単なる土器捨

て場ではないようです。宮畑遺跡の縄文

人は、土器を単に捨てるのではなく、て

いねいに土器を安置しているため、土器

に宿る 魂
たましい

をまつるための「もの送り」

の場と考えられています。 

「土偶」 

縄文人が作成した粘土
ね ん ど

製の土
つち

人 形
にんぎょう

のようなも

ので、ほとんどが女性を

表現しています。中には

胸やおなかが大きな表現

をしているものも多く、

出産のためのお守りとも

言われています。 

宮畑遺跡で 
見つかった土偶 

3 月１１日の東日本大震災を境に、私たちを取り巻く生活環境は大きく変わ

りました。原発事故による放射線量の問題は、日々の生活に様々な影を落とし、

とりわけ未来をになう子供たちへの影響が心配されています。 

このような状況の中ですが、今年も縄文探検隊が組織され、６９名の子供た

ちが勾玉作りや遺跡探検の旅などの活動に参加しています。 

特別展や公開講座も開かれる予定ですので、どうぞお楽しみに！ 

編集後記 

✑

 

1 万年前の石器 

1 万年前の土器 

 用語解説

 福島市の縄文遺跡 

１．９８ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時間（芝生の広場、地上 1m、８月２３日）

【過去の測定値 ２．２６（7 月 26 日）、２．４７μ（６月２１日）、２．５２（５月 2４日）単位はいずれもﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時間】 

※ 毎週放射線量の測定を行い、その結果を福島市役所ホームページに掲載しています。http://www.city.fukushima.fukushima.jp/ 
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み や   は た 

直径９０㎝！ 

宮畑遺跡の 

シンボル 

「掘立柱」 

 露出展示施設の安定化処理を行っています。 

第 ４ 号 

平成２３年９月 

★ “       ”とは「縄文時代を身近に感じられるユートピアのような場所」の意味です  

平成２３年 5 月から約 1 ヶ月間、発掘調査を行いました。

通常の発掘調査は屋外の作業ですが、今回の発掘調査は屋

内での作業です[写真③] 

 

通常の発掘調査では出土した土器はすべて取り上げますが、今回は展示

用にその場に残したままにして、常時見学ができるようにします。[写真⑤] 

また、遺跡の面は、乾燥
か ん そ う

によるひび割れ、湿気
し っ け

によるカビやコケを防ぐ

ために薬品処理を行います。 

地中からは、完全な形の 

土器も沢山見つかっていま

す。[写真④] 

 

平成２２年度には、露出展示施設を

建設しました。[写真②] 

施設ができたことにより、乾燥による

ひび割れや雨水の流入を防ぐことが

できます。 

４ 

現在、じょーもぴあ宮畑では、約 3500 年前の縄文人の「土器捨て場」（用語解説参照）を常時

見学できる施設の整備を進めています。 

 

整備の様子をのぞいてみよう 第３回 

今年は、この他に、直径７０ｃｍの柱を使用した掘立柱建物、土ぶきの竪穴住居、石
いし

敷
じ

きの住居、子供のお墓のレプリカの

復元展示整備、公園の北側の造成工事、駐車場整備工事を行う予定です。 

平成１９年度に、この場所の発掘調査を行い、完全な形

の土器が良好な状態で沢山見つかりました。[写真①]。 

縄文人は平坦な場所には家を建て、斜面部には土器捨て場

をつくっていることがわかりました。 

５ 

３ 

２ 

１ 

 【平成１９年度の発掘】 

【発掘の状態をそのまま見学できる施設】

【今年の発掘調査】 

【発見された沢山の土器】

【注ぎ口のついた土器】 

じょーもぴあ宮畑の環境放射線測定値



  

公開・発信・活用協力会の体験サポート部会で

は、縄文探検隊の活動補助や「遺跡探検の旅」の

引率、宮畑遺跡に関連した行事での勾玉
まがたま

作りや 

縄文土器作り、火おこし体験などの体験補助をし

ています。また、縄文時代のものづくりに関わる

自主研修を行なっています。□ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○７月２日、土笛作り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４号は平成２３年４月の発行を予定しておりましたが、諸般の事情により９月の発行となりましたことをお詫び申し上げます。 

次号は、「現在のじょーもぴあ宮畑の整備の様子」「この１年間の活動」等についてお知らせいたします（平成 2４年２月発行予定） 

宮畑遺跡の発掘から整備まで 

第３回「試掘調査で見つかった遺物」

【縄文探検隊の様子】 

工業団地 

第 2 回は、平成 6 年度の試掘調査の様子をお伝

えしましたが、今回は試掘調査で出土した遺物に

ついてです。 

平成６年度の試掘調査では、縄文土器を中心に

１４万点以上（コンテナ約 150 箱分相当）の遺

物が見つかっていますが、発掘調査で見つかった

遺物を観察した結果、以下のことがわかりました。

①最も古いものは縄文時代前期のはじめ頃（約

6000 年前）のもので、集落が作られる以前に

も生活が営まれていました。 

②出土遺物の中心となるのは後期（約 3500 年

前）から晩期（約２500 年前）にかけてのもの

で、深鉢と呼ばれる日常的に使用された煮炊き

用の土器、浅鉢と呼ばれる盛りつけ用の土器や

小形の壺などが見つかりました。 

③縄文土器だけでなく、平安時代の土師器
は じ き

・須恵器
す え き

と呼ばれる土器や、弥生土器の壺のかけらなど

も見つかりました。 

 

遺物の観察により、宮畑遺跡では縄文時代だけ

でなく、長期間にわたり人々が生活をしていたこ

とがわかりました。 

 

 

 

○ 勾玉作り練習 

 

福島市飯坂町東湯野にある縄文時代後期・晩

期（約４000～２５００年前頃）の遺跡です。 

昭和 27 年の排水溝
はいすいこう

工事の際に、土偶が発見

され、引き続き、当時の東湯野村教育委員会に

よって発掘調査が行われました。 

昭和 56 年の発掘では竪穴
たてあな

住 居
じゅうきょ

、木

の実などの水さらし場と考えられる

木組み
き ぐ  

遺構
い こ う

が見つかっています。 

２度の発掘調査で大量の土器や石器、

青森県の亀ヶ岡式
かめがおかしき

土器
ど き

と同じ文様がつ

けられた土器、漆塗
うるしぬ

りの耳飾り、土偶
ど ぐ う

な

どが見つかっています。 

重要文化 財になっ た土偶は 、乳房
ち ぶ さ

や  

ふくらむ腹部から妊娠
にんしん

した女性を表現して

いるものですが、立てひざで座り、腕
うで

を組

んだ珍しい形をしています。座った状態で

出産している姿、子供をあやす姿を表現し

ているとも言われており、縄文人の祈りの

心がこめられています。 

 上岡遺跡は 
どんな場所だったの？ 

日程：１１月１３日(日)午後２時から４時 

会場：A・O・Z 多目的ホール 

約１万年間、縄文人が作り続けた土偶。 

縄文人は土偶にどのような想いを 

込めたのでしょうか。 

講演：原田昌幸氏（文化庁美術学芸課） 

対談：岡村道雄氏（奥松島縄文村歴史資料館名誉館長） 

   駒田晶子氏（歌人、福島市出身） 

 

 公開講座 
「上岡土偶が語るもの」 

 

 

 

【体験指導の研修】 

縄文時代晩期の土器（今から約２５00 年前） 

 

日程：10 月８日(土)から 12 月 19 日(月)

会場：ふれあい歴史館 

（福島市上町５－１） 

上岡遺跡をはじめとして福島市内の

出土土偶、県内外の土偶を展示し、

縄文人の祈りの精神、縄文人の死生

観について紹介します。 

国宝や重要文化財の土偶のレプリカ

も展示されます。 

 ４年連続の参加です。 

縄文探検隊でまた楽しく活動 

したいと思い、応募しました。 

縄文時代の歴史はもちろん 

グループ活動でリーダー性と 

協調性を身につけたいです。 

上岡遺跡 

上岡遺跡の土偶（高さ２１．３ｃｍ） 

（平成２３年６月２７日、国重要文化財指定） 

平成２１年度にはイギリスの大英博物館、 

上野の東京国立博物館の帰国展で展示 

されました。 

 「土笛を吹くには、 

ちょっとしたコツが

あるんだよ」 

 「なかなか音が 

出ないなあ？」 

【縄文体験隊隊長】 

紺野慧海瑠 くん 

福島第四中学校 

子供たちに勾玉作

りを教えるために

は、まずは自分たち

で練習しないと。 

活 動 紹 介 （第３回） 

縄文体験の補助を行っています 

▲ 土器に細やかな彫刻を施し、 

赤い漆を塗り仕上げています。 

 

▲ 昭和５６年の発掘の様子 

国の重要文化財指定 

 縄文人の祈りの世界 
～生命と送り～ 

特別展 公開講座 


