
今年度は、第４回となる古代体験まつりを10月5・6日に開催しました。6日には金沢文化服装学院の協力を得
て、縄文時代のファッションをイメージしたショーを行いました。衣装は、学院生16人が自由な発想と豊かな
想像力で、麻製布を素材に土器や土偶の文様を付けるなど、遺跡からの出土品を参考に創作しました。ショー
の企画も学生達が中心となり、地元の小学生11人も参加して、とても楽しい催しとなりました。
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いしかわの遺跡　No.14

小
こ

島西
じまにし

遺跡は七尾市小島町地内、七尾湾に面
した桜川河口付近に位置しています。今回、街
路事業（都市計画道路川原松百線）に伴い発掘
調査を実施しています。遺跡は標高1m前後の低
地にあるため、調査は噴き上がる地下水と、軟
弱な砂礫土になやまされています。
調査では古墳時代のものとして、5世紀代の製

塩土器、甕、高杯
たかつき

が多量に出土しました。
奈良・平安時代のものでは、下層から多量の

木製祭祀具が出土しました。斎
い

串
ぐし

、人形
ひとがた

、馬形、
弓形、舟形等の種類があります。これらは、狭
い範囲に集中すること、方向性が比較的整って
いること、大型の製品が多いこと、棒状の製品
が多いこと、自然木も多く含まれることが特徴
としてあげられます。
戦国時代のものでは、16世紀代の建物跡、石

組井戸、土師器
は じ き

皿、漆器が見つかっています。

平成14年度発掘調査から

小島西遺跡
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木製品が次々と姿をあらわしてき
ました。

何とか、全体が見えるようになり
ました。

長さ60cmの人形です。上が頭、下
が足の部分です。

種がたくさん出土しました。松ぼ
っくりもあります。

いよいよ取り上げです。木が非常に
もろくなっているので慎重に……。

長い斎串です。ここからが腕のみ
せどころ。

遺跡遠景　かつての海岸線は遺跡の近くにありました。
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矢田野遺跡
矢田野
や た の

遺跡は小松市南部の矢田野町地内にあります。この地域に広がる月津台地にはこの遺跡以外にも、縄
文時代から中世に至る集落跡、古墳などが多く存在しており、遺跡が密集しています。
発掘調査は、県営ほ場整備事業を原因として、数年にわたって実施してきました。今年度は、主に古墳時代

の掘立柱建物跡や竪穴住居跡、古墳の周溝を確認しています。
掘立柱建物跡は10棟以上確認しており、大型の掘立柱建物跡の柱穴からは、土器の破片や牛もしくは馬と思

われる顎
あご

骨と歯が出土しました。地面を掘り下げて作った竪穴住居跡は韓国のオンドル（床暖房施設）に構造
が似ているカマドを備えていることから、当時、朝鮮半島から渡って来た人々が住んでいたのかもしれません。
周溝は古墳の周りを円形にめぐっていた溝で、大きさは直径約11mになります。この溝からは古墳時代の甕、

壷、杯
つき

、高
たか

杯
つき

、提瓶
ていへい

、コシキ（蒸し器）、フイゴの羽口、鉄くずなど、生活日常品からお供えに使用する土器、
製鉄道具まで多種多様のものが多量に出土しました。古墳の周溝として掘られたものが、いつしか、ごみ捨て
場所として使われるようになったのでしょうか。

建物跡などが掘り終わったところ
（写真中央が竪穴住居跡）

掘立柱建物跡
（柱穴が7つ並んでいます）

古墳の周溝を掘っているところ 古墳の周溝から出土した土器
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平成14年8月1日～8月31日まで、当センター
において「いしかわの発掘展　七尾湾の縄文
世界－6000年前の暮らしに迫る－」が催され
ました。
縄文時代前期初頭の地球上では、温暖化が

進んで海面が現在より1m前後高くなりました。
この結果、干潟や遠浅の海岸が各地で出現し
て貝や魚などが簡単に手に入るようになり、
海岸付近に多くの集落が営まれるようになり
ました。県内においても、能登の七尾湾や内
浦で縄文時代前期初頭の遺跡が多く見つかっ
ており、今回、七尾湾沿岸にある貝塚跡の田
鶴浜町三

み

引
びき

遺跡や集落跡の能登島町通
とおり

ジゾハ
ナ遺跡などの遺物を中心に約200点を展示しま
した。
展示は「古環境」「くらし」「食材」「装い」

などテーマ別に分かれました。「古環境」では
現在と当時の海岸線の違いを写真パネルで紹
介しました。「くらし」のコーナーは三引遺跡
や通ジゾハナ遺跡出土のススのついた土器、
石錘
せきすい

（魚捕りに使う網のおもり）、動物の骨で
つくった釣針

つりばり

など生活に密着したものを置き
ました。「食材」のコーナーでは三引遺跡の遺
物整理で見つかった動物の骨や植物の種や実、
貝殼を展示しました。動物の骨にはイノシシ、
シカなど陸上にいるものとイルカ、アシカ、
魚類など海にいるもの両方見ることができま
す。木の実はクルミやクリなどがあり、遺跡
の周りには多くの動物や植物が生息し、いろ
いろな種類の食べ物を食べていたことが分か
りました。「装い」では三引遺跡で見つかった
耳飾りなどの装身具の他に近隣の福井県や富
山県で発見したものも展示しました。また、
中国大陸やロシア沿岸地方でも三引遺跡出土
の装身具と同じ形をしたものが製作されてお
り、当時の人々が広いエリアで交流が行われ
ていたようです。
この他に貝塚（三引遺跡）のジオラマや

糞石
ふんせき

、土偶など普段あまりお目にかからない
ものもあり、縄文時代の暮らしぶりがイメー
ジできる大変ボリュームのある企画展となり
ました。

第4回いしかわの発掘展

七尾湾の縄文世界　6000年前の暮らしに迫る

発掘展会場

見学者の目をひいた三引貝塚のジオラマ

イルカ・シカなどの骨
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今年度は、10月5日（土）・6日（日）の2日間行いました。両日とも天気に恵まれ、2日間で1100人もの方に来てい
ただきました。いろいろなメニューを体験してもらい、多くの方に古代人のわざと知恵に触れてもらうことが
できました。その時の様子を紹介します。

第4回古代体験まつり
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学習講座は、埋蔵文化財センター古代体験ひろばを会場に、考古資料を活用した「本物志向」の体験講座で
す。今年度は、８回の講座を行いました。各回とも大盛況で、毎回参加される方もいます。

普及啓発 その2 ─学習講座─

まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）まが玉づくり5／25（土）

力強い土器ができてきました。

縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）縄文土器づくり7／6（土）

集中力が大切です。

親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）親と子の縄文土器づくり7／28（日）

まが玉の歴史についてのガイダンスをしています。

親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）親と子のまが玉づくり9／8（日）

弥生時代の原始機に挑戦しています。

古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）古代機織り体験6／22（土）

口縁部を作ってもうすぐ形ができあがります。

弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）弥生土器づくり7／20（土・祝）

弥生土器の野焼き風景です。

土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）土器野焼き8／25（日）

手回しロクロとヘラを使い成形しています。

須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）須恵器づくり10／20・27（日）
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いしかわの遺跡　No.14

実測図を作成し、本文を書き、最後に待っているのが遺物の写真撮影です。写真は、文章や図では表現できな
い情報を提供してくれます。
埋文センターには、写真撮影用のスタジオ「写場」が２つあり、遺物の種類や大きさ、撮影方法によって使

い分けています。

出土品整理 その5 ─写真撮影─

大型ストロボ照
明のある部屋。
主にカラー撮影
や大きいサイズ
のフィルムを使
う撮影の時に使
われます。特に
ストロボは、遺
物の正確な色を
再現したいとき
に威力を発揮し
ます。

写場で使われているカメラ達。右から4×5
インチ判カメラ、35mm一眼レフ、ブローニ
ー判カメラです。デジタルカメラはまだ使わ
れていません。

昔ながらの
写真用電球
を使った撮
影もやって
います。

左の写真は、辰口町上徳山
かみとくさん

谷山西谷窯跡で
出土した鳥形土製品（奈良時代末頃）の、
４×５インチ判フィルム画像（実物大）で
す。遺物の特徴がよく出ているアングルを
探し、遺物の質感を最大限に出す効果的な
照明をするのがポイント。この１点を撮影
するのに、遺物の設置→照明の調整（これ
が難しい）と１時間以上かけています。大
きさは30cmくらいですが、なかなか雰囲
気を出すのは難しいものです。
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いしかわの遺跡　No.14

富来町地
じ

頭
とう

町の中世墳
ふん

墓
ぼ

窟
くつ

（やぐら）群は、富来川の左岸で、海抜約70mの岩壁の中腹に海に面して作られて
います。これらは、昭和41年8月自動車修理工場の敷地造成のため、山頂から流出した土砂を取り除いたところ
発見されました。岩壁には、方形に岩をくり抜いた小洞窟のようなものが連なっており、その中には石塔類が
建てられています。1号窟・2号窟・3号窟には五

ご

輪塔
りんとう

が、4号窟には宝篋印塔
ほうきょういんとう

が建てられています。また、五
ご

輪
りん

塔陽刻板
とうようこくいた

碑
び

を納めた6号窟、方錐型板
ほうすいがたいた

碑
び

を納めた7号窟も発見されました。この墳墓窟は通称「やぐら」と呼ばれ、
主に武士の墓として中世の鎌倉地方に見られる墓制であり、富来町地頭町に現存していることには、とても重要な
意味があります。

交　　通：能登有料道路西山ICより車20分

所　在　地：羽咋郡富来町地頭町地内

問い合せ：富来町教育委員会生涯学習課　電話　0767－42－1111

訪ねてみよう加賀・能登の遺跡

県指定史跡 地頭町中世墳墓窟（やぐら）群

古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

墳墓窟が並んでいる様子（1～4号窟）

宝篋印塔（4号窟）

五輪塔（1号窟）

富来町福浦港
ここでは、同じ富来町にある福浦港について紹介

します。ここはかつて福良津と呼ばれ、渤海使節が
来航した港として知られて
います。また、北前船が寄
港したり、我が国最古の灯
台である旧福浦灯台（県指
定史跡）が建てられるなど、
歴史の有る町です。地頭町
中世墳墓窟（やぐら）群と
合わせこちらにも足を運
び、当時の暮らしに思いを
はせるのもよいのではない
でしょうか。 旧福浦灯台


