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郷土資料館
　平成 30年 7月 21 日㈯から 9月 2日㈰まで、千葉
県北西部地区文化財巡回展「まちづくりのヒストリア
－歩いて・掘って・調べて・わかる－」を開催しまし
た。千葉県北西部地区11市※の教育委員会が主催し、
各市の発掘調査で出土した考古資料・歴史資料や、近
年の研究成果を発表しました。
　8月 19日㈰・26日㈰には、各市の実際に発掘調査
を担当した職員による展示解説を行いました。発掘時
のエピソードや最新の研究動向など、興味深いお話が
盛りだくさんでした。
　また、8月 19 日には、船橋市内で出土した土器を
使ったワークショップ「縄文土器の拓本をとろう！」に 29名が参加し、土器片の様々な模様を紙に写し取
りました。
　毎年、多くの発掘調査が行われている千葉県北西部地区。地域の遺跡を知るだけでなく、それぞれの調査
担当者の遺跡に対する熱い思いを感じることができる巡回展となりました。
　※我孫子・市川・浦安・柏・鎌ケ谷・流山・習志野・野田・船橋・松戸・
八千代の各市

飛ノ台史跡公園博物館
　飛ノ台史跡公園博物館では、毎年夏休みに合わせて、市民が縄文文
化に楽しく触れる機会を提供するために縄文コンテンポラリー展を開
催しています。
　第18回目を迎えた今年も、市内在住・当館にゆかりのあるアーティ
スト、高根台中学校生徒の作品による展示を行いました。7月 22日㈰
から 9月 2日㈰までの会期中に 4,205 名が来場しました。　
　7月22日㈰に実施した「座る土偶をつくる」「縄文体験ワークショッ
プ（縄文服作り＆葉っぱのお面作り）」など、7日間で 14回のワーク
ショップを行い、延べ 238 名の方にご参加いただきました。
　また、8月5日㈰には「縄文レクチャー＆トーク」を開催しました。「土
偶」をテーマに、当市文化課学芸員山本雅美が美術的な観点から、当
館学芸員畑山智史が考古的な観点からそれぞれレクチャーした後、一
般市民や学生、関係者など 41名が、考古遺物と現代アートについて自由に話し合いました。

　猛暑の中、2つの熱い企画展が博物館を盛り上げました。これからは、お出かけしやすい爽やかな季節。
ぜひ郷土資料館や飛ノ台史跡公園博物館へ足を運んで、地域の歴史を楽しんでください。

　上の写真は、今年の 8月に、本中山の民家の箪
たん

笥
す

から発見された明治 10年（1877）の旅日記の一
部です。
　小栗原村の人物が書いた 4月 19 日から 5 月 1
日までの本文には、香取神宮・鹿島神宮を参

さん

詣
けい

した
後、九十九里廻りで小湊誕生寺を参詣した日々の出
来事と、筆者の感想が記されています。写真のよう
に、鹿島神宮の要

かなめ

石
いし

や石碑が描かれるなど、読んで
いて楽しい資料です。
　現在、郷土資料館では、この資料の所蔵者のお宅
に保管されている資料の整理を、「現状記録論」と
いう考え方に基づいて進めています。
　「現状記録論」とは、資料の伝来過程を重視する
考え方です。例えば、私たちは、自宅にあるモノを
整理する際、「大事なもの」「夏に使うもの」など、
用途や大きさなどを考えて、場所や箱を分けます。
また、入手や作成の時期によって、保管場所を変え
ることもあります。
　そう考えると、資料が保管されている状態から、
過去の時代に生きた人たちの意識や、資料にまつわ
る歴史が読み取れる可能性があると言えます。
　それでは、「現状記録論」による調査法を説明し
ます。このお宅には、他の場所にも資料が保管され
ているので、保管場所や容器にアルファベットなど
で記号を付します①。
　次に、一つ一つの引き出しに枝

えだ

番
ばん

を付します②。

　そして、1点ごとに古文書を分け、資料番号を記
した付箋を挟みます。箪笥に戻さずに古文書を中性
紙封筒に入れ、
まとめて中性紙
の箱で保存する
場合もありま
す。これで、資
料の1点1点に
番号が付されま
す③。
　冒頭で紹介し
た古文書には、
B-12-6 という
資料番号が付さ
れているので、
B の箪笥の 12
という引き出し
の上から6番目
にあった資料と
いうことがわか
ります。
　B-12 と他の引き出しは、入っている資料にどん
な違いがあるのでしょう？　また、Bの箪笥と他の
箪笥だとどうでしょう？　宝探しのような感覚で、
資料調査を進めています。
� （O.M.）　�

本物の縄文土器を活用した展示作品
大
おお

内
うち

公
はむ

公
はむ

作　「樹状Ⅱ」

我孫子市担当者の展示解説

博物館ニュース
この項では、郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の企画展や事業について、ご紹介しています。
今回は、平成 30 年度の夏に実施した企画展をご紹介します。

タンスの中から古文書発見！

①この箪笥を、「B」とします。

② 15 ある引き出しを B-1 ～ B-15 と
します。

③資料に B- ○ - ○という番号を付け
ます。

B-2 B-3 B-4

B-5 B-6 B-7
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昭和 42 年（1967）頃の風景

　右の森の台地上が高根木戸遺跡。左の台地上は現
在の西習志野 3 丁目。住宅用の高架給水塔（↓）が見
える。遠く正面の森は現在の飯山満町 3 丁目。手前
の低地は飯山満川への支流の谷

こく
頭
とう

にあたる。この時
期ではすでに耕作はしていなかったようである。

ほぼ同位置からの風景 平成 30 年（2018）7 月

　西習志野 3 丁目。旧写真の撮影位置は、左側の住
宅地あたりから撮影していると思われる。正面の坂
の上に高郷小学校の校庭がある。この道手前の交差
点を左折すると斜面に「西習志野夕映公園」があり、
当時の雰囲気をわずかにしのぶことができる。

２　飯山満東遺跡

飯山満東遺跡と取
とり

掛
かけ

西
にし

貝塚

　芝山 1丁目（発掘調査当時飯山満町 1丁目）の
遺跡です。芝山団地と住宅地開発に伴って昭和 49
年（1974）2月から翌年 3月にかけて発掘調査が実

施されました。東にのびる舌状台地上の平坦部東西
240m南北 70mを対象に行われました。33軒の縄
文時代の竪穴住居跡が発掘されました。出土土器か
ら縄文時代前期を中心とする遺跡と考えられます。

飯山満東遺跡周辺の今昔

昭和 49 年（1974）頃の風景

　矢印部分が発掘地。遠くに見える森は飯山満町の
森。遺跡の台地の右側は、現芝山1丁目雄

お
鹿
じか

野
の

住宅地。
手前ガードレールがある道路は、現在発掘中の取掛
西貝塚につながる道。

同位置からの風景 平成 30 年（2018）7 月

　遺跡は宅地となり、撮影場所の下にあった高校のテ
ニスコートは住宅地に変わっている。遠くの飯山満町
の森の間には所々にビルが立つ。

　当遺跡が注目されたのは、23×13mの狭い範囲
に墓坑と見られる 207 個の小

しょう

穴
けつ

が発見され、縄文
時代前期の浅鉢形土器が多量に見つかったことで
す。これらの土器は、現在国立歴史民俗博物館に所
蔵されています。飛ノ台史跡公園博物館ではレプリ
カを展示しています。� （Y.M）　

はじめに
　船橋市内にはおよそ 200 をこえる遺跡がありま
す。古くは戦前から、古作貝塚、飛ノ台貝塚等の縄
文遺跡が知られており、部分的に調査されています。
　戦後の船橋市は、住宅建設、学校建設、鉄道・道
路網の整備が進行します。と同時に、開発により破
壊される遺跡の記録保存のため、発掘調査が急増し
ました。
　船橋市での遺跡発掘は、事前調査、踏

とう

査
さ

、試掘、
確認調査、本調査、遺物の整理、報告書の作成と進
められます。調査の際、発掘前後の状態を風景写真
や航空写真として記録することがあります。これら
の写真が開発前の船橋市の状況をよく捉

とら

えています。
　本稿では、遺跡の概要を記すとともに、調査報告
書に載った風景写真をなるべく同位置から撮影し、
地域の変貌をお伝えします。　

１　高根木戸遺跡
　当遺跡は、西習志野 1丁目（発掘調査当時習志
野台1丁目）に位置し、戦後に入植した人たちによっ

て「高
たか

郷
さと

」と
呼ばれまし
た。飯山満川
の浸食によっ
てつくられた
標 高 27~30
ｍの舌状台地
上にある縄文

時代中期の遺跡です。小学校の建設地となったため、
昭和 42 年（1967）7 月から翌年 2月まで発掘調
査が実施されました。

　発掘面積
は約10,000
㎡に及び、
竪穴住居跡
75軒、小竪
穴 129基、
多数の土器

石器等の遺物が出土しました。径約 100mの環状集
落が確認され、全国的にも注目を集めた遺跡です。

高根木戸遺跡周辺の今昔
　遺跡のある台地部分は高郷小学校の敷地となりま
した。また台地下の低地部分は長い間水田でしたが、
昭和 40年代中頃から宅地化が進み、今では完全に
住宅地となっています。

昭和 42 年（1967）頃の風景

　高い樹木が目立つ左の台地上が高根木戸遺跡。正
面の台地は現在の西習志野 3 丁目。手前には刈り入
れが終わった秋の水田風景が広がっている。

ほぼ同位置からの風景 平成 30 年（2018）7 月

　西習志野 1 丁目。写真左の住宅地の後ろに高郷小
学校の校舎が見える。正面遠くの西習志野 3 丁目の
斜面の多くは住宅地となり、緑がわずかに見える程
度となる。立つ位置をずらしていくと、飯山満町 3
丁目と西習志野 3 丁目の 2 つの台地を結ぶ東葉高速
鉄道の高架が見える。

高根木戸遺跡と飯
は

山
さ

満
ま

東遺跡
船橋遺跡風景今昔 １

発掘後の高根木戸遺跡全景

高根木戸遺跡出土土器
（飛ノ台史跡公園博物館所蔵） 飯山満東遺跡出土土器（レプリカ）
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　バルチック海邊ニ積成セラレ、此中ニハ牡蠣、「イ
カヒ」、帆立貝、ベリゥヰンクル、（「ニナ」ノ一種）
ノ貝殻及青魚、大口魚、鰻、比目魚、其他魚類ノ
遺骨ヲ含有ス（バース・佐藤 1895）。
　 貝 塚 の 主

しゅ
體
たい

を な す も の は「 カ キ 」（Ostrea 
edulis）である。それ故デンマークでは、貝塚を

「カキ」塚（Osterdynger）と云はれるものがあ
る程である（大山 1928）。

　デンマークのバルト海の貝塚では、ヨーロッパ
ヒラガキやムール貝、ホタテなどが多くみられま
す。この貝種組成は、北海道や東北北部の貝塚の種
構成と似ており、船橋市よりもやや寒冷な海況を示
唆しています。日本における「カキ」は、マガキ
（Crassostrea gigas）ですが、同科種のヨーロッパヒ
ラガキが、デンマークでの主な種です。その他、イ
ガイやヨフバイ科の一種、アサリの一種などの 34
種以上（大山 1928）が確認されています。またコ
ペンハーゲンより北に位置するセラゲル貝塚出土貝
類をみる限り、カキ類のほかフネガイ科やタマキビ
科も確認できます。魚類ではサバの仲間やスズキ、
ウナギ、カレイの仲間などがみられ、淡水の流入す
る河口部などで漁

ぎょ

撈
ろう

を行っていたようです。この魚
種構成は、船橋市内でも出土する種です。

おわりに
　姉妹都市オーデンセのあるデンマークの貝塚につ

いて概観してみました。船橋と姉妹都市オーデンセ
は、アジアとヨーロッパと言う異なる文化圏に属し、
現在の街並みも別世界でありますが、遥か昔、先史
時代においては狩猟採集社会を営み、同様に貝塚を
形成していました。同じ島国であり、貝塚を形成す
る先史文化を持つ船橋市とオーデンセ市とは、今後
も文化のみならず、学術的にも交流を進めていきた
いです。本稿によって、姉妹都市の歴史にも興味を
持っていただければ幸いです。� （H.S）　

脚　注

注 1　石器の材料となる火打石の採掘坑。
注 2　デンマークのカキは、ヨーロッパヒラガキ
の和名があり、イタボガキ O.denselamellosaの
近縁種である。フラットなどの名称で市場に
流通している。

注 3　放射性炭素年代測定による較正年代。旧来
の表記では約 7千年前。

参考文献

大山�柏 1928「デンマークに於ける貝塚構成時代」
『三田史学会』
バース�ダン・佐藤傳藏 1895「デンマークノ貝塚、
ブリテンの燧石坑及ヒ其他新石器時代ノ遺物」
『東京人類學會雑誌』110、pp.�324-331
堀越正行 2018「日本におけるデンマーク貝塚研究
の紹介にみる二者」『東京考古』36、pp.�43-55

はじめに
　船橋市とデンマークのオーデンセ市は、平成元年
（1989）4月 6日に姉妹都市提携調印、さらに平成
29 年（2017）1 月には日本・デンマーク外交関係
樹立 150 周年を迎え、今後も益々の交流が期待さ
れます。市政のみならず、国家間においても文化交
流の盛んなデンマークですが、貝塚研究の発祥の地
であり、多くの貝塚を今に残すことはあまり知られ
ていません。そこで本稿では、デンマークの貝塚と
その研究の歩みについて、紹介したいと思います。

1．貝塚研究の発祥の地・デンマーク
　現在でも飛ノ台史跡公園博物館に「近所に貝殻が
散らばっている場所がある」「貝塚ではないのか」
などの市民からの問い合わせがあります。しかし残
念ながら、その多くの問い合わせには、「貝塚では
ない」「自然貝層です」と落胆させる回答をせざる
を得ません。
　「貝塚」と「自然貝層」は、人工物か、自然物かの
違いです。「貝塚」は、我々人類が食べたものや使っ
たものを破棄・集積したものです。貝殻以外にも土
器や石器などのいわゆる、人工物が混在します。一
方で「自然貝層」は、自然の営みによって形成した
ものであり、波打際や牡

か

蠣
き

礁
しょう

などが何らかの要因で
埋没したものです。その他、様々な視点により、研
究者は「貝塚」と「自然貝層」を判断しています。
　この「貝塚」と「自然貝層」について、初めて着
目したのがデンマークの考古学者です。1837年のス
ティーンストルップまたは 1851 年のウォルソーが
初めて指摘したと言われています。デンマークにお
ける貝塚については、古くは明治28年（1895）にバー
ス・ダンと佐藤傳

でん

藏
ぞう

が『東京人類學會雑誌』第百拾
じゅう

號
ごう

で「デンマークノ貝塚、ブリテンの燧
フリ

石
ント

坑注1 及
ヒ其他新石器時代ノ遺物」を報告しています。

　貝塚トハ則チ當
とう

時
じ

生活ニ使用セシ種々ノ物質ノ廃
棄物ノ堆積ニシテ、バルチック海

かい
邊
ほとり

ニ積成セラレ

　昭和 3年（1928）に慶応義塾大学で教
きょう

鞭
べん

をとっ
ていた大

おお

山
やま

柏
かしわ

は『三田史学会』で「デンマークに於

ける貝塚構成時代」を記しています。
　 貝 塚 を Kjökkenmödding 即 ち 芥

ごみ
捨
すて

場
ば

と 稱
しょう

し、Kitchen-midden、Küchenabfallbaufen、
Débris de cuisine 等と夫

それ
々
ぞれ

云うているが、多く
デンマーク語の「キョッケンムョヂング」を以

も
って、

學術用語に使用して居る。

2．デンマークの貝塚
　デンマークにおける貝塚の分布は、フィヨルド奥
部とその他に大別されます。フィヨルド奥部に形成
された貝塚は、姉妹都市オーデンセのあるオーデン
セ・フィヨルドのランゲ貝塚、ユトランド半島北部
のリム・フィヨルドやランダース・フィヨルドの奥
部にあるエルテベレ貝塚などです（第 1図参照）。
エルテベレ貝塚は、日本で言うと縄文時代前半にあ
たり、狩猟採集社会であったエルテベレ文化の代表
的な遺跡として著名です。
　フィヨルド以外の貝塚は、ユトランド半島東部や
首都コペンハーゲンが位置するシェルラン島、その
南に位置するファルスター島やロルラン島などに立
地しています。貝塚密集地帯であるシェルラン島東
部は、スウェーデンとエーレ海峡を挟みます。

3．貝塚の構成種
　船橋の貝塚においては、日本最古級である約 1万
年前の取掛西貝塚ではシジミ類、約 8千年前注3 の
飛ノ台貝塚ではハイガイ、約 5千年前の海老ヶ作
貝塚ではハマグリなどが主体となります。デンマー
クの貝塚の構成種について、バースと佐藤（1895）
や大山（1928）は以下の通り示しています。

貝　　塚
フィヨルド

オーデンセオーデンセ

バルト海

コペンハーゲン

ドイツ

ユトランド半島
スウエーデン

ファルスター
ロルラン

シェルラン

セラゲル

ランゲ

エルテベレ

船橋市

リンケ
ベングル

リム

ランダース

　ヨーロッパ北部に位置し、北はノル
ウェー、東はスウェーデン、南はドイ
ツと国境を接する
　総面積は 4 万 3,098 ㎡。ユトラン
ド半島と 407 の島々からなる。
　国土は大半が平地。気候は温帯に属
し、温暖で雨の多い冬と、涼しい夏が
特徴。
　公用語のデンマーク語は、北欧諸国
の言葉とよく似ている。

1/500,0000

1/500,0000

姉妹都市オーデンセ（デンマーク）の貝塚

貝塚、その日そのひ

第１図　デンマークにおける主な貝塚の分布状況

飛ノ台貝塚出土のマガキ（左）とイタボガキ（右）注 2

Shell Midden Day by Day



　郷 土 資 料 館　
開館時間　午前9時～午後5時
　　　　　（入館は午後4時30分まで）
住　　所　船橋市薬円台4－25－19
電　　話　047-465-9680
Ｆ Ａ Ｘ　047-467-1399
Ｅメール　kyodo@city.funabashi.lg.jp

　飛ノ台史跡公園博物館　
開館時間　午前9時～午後5時
　　　　　（入館は午後4時30分まで）
入 館 料　一般100円（団体20名以上70円）

児童生徒50円（団体20名以上30円）
市内在住中学生以下　無料

住　　所　船橋市海神4－27－2
電　　話　047-495-1325
Ｆ Ａ Ｘ　047-435-7450
Ｅメール　tobinodai@city.funabashi.lg.jp

交通案内
新京成線　習志野駅下車　徒歩10分

JR津田沼駅北口から
船橋新京成バス「高津団地中央」「北
習志野駅」行き、または、ちばレイン
ボーバス「八千代緑が丘駅」「船尾車
庫」「JR木下駅」行き
　「郷土資料館」下車徒歩2分

交通案内
東武アーバンパークライン（野田線）
　　　　　　 新船橋駅下車 徒歩8分
京成本線　　 海神駅下車　 徒歩15分
東葉高速線　 東海神駅下車 徒歩12分

船橋新京成バス
JR船橋駅北口から建鉄循環
　「海神中学校前」下車 徒歩1分

　郷 土 資 料 館　 
※ 薬円台公園内のSLの運転席は、毎週土曜日・日曜日・祝日（年末年始・雨天時を除く）の午前10時～午後4時に公開しています。

【平成31年3月までの行事予定】
期　　　日 行　　　事　　　名 会　　　　場

11月18日㈰
文化講演会「ウマを極める」
講師：木村李花子（東京農業大学）
※薬円台公民館と共催

薬円台公民館
（船橋市薬円台5-18-1）
新京成線　薬園台駅　徒歩3分

11月20日㈫～12月16日㈰ 企画展「船橋オートレースと地域の歴史」 郷土資料館　3階　第2展示室
2 月 1 日～（未定） くらしの道具展 郷土資料館　3階　第2展示室

　いずれも、詳細は『広報ふなばし』でお知らせします。都合により、日程・内容が変更になる場合があります。

　飛ノ台史跡公園博物館　
　飛ノ台史跡公園博物館では、毎週土曜日・日曜日・祝日の他、小・中学校の夏休み・冬休み・春休み期間中に、
ワークショップを実施しています。（小学校3年生以下は保護者同伴）
※詳細は毎月1日号の『広報ふなばし』でお知らせします。

【平成31年3月までの行事予定】
期　　　日 行　　　　事　　　　名 会　　　　　場

11月 1 日㈭～12月 2 日㈰ 市民アンケート企画展
船橋の「これ知りたい!」　※郷土資料館と共催 飛ノ台史跡公園博物館　1階ギャラリー

11月 7 日㈬、11月21日㈬、
11月28日㈬ 縄文大学 市民文化創造館

（フェイス6階きららホール）
11月17日㈯ バスで訪ねる博物館見学 立正大学博物館（熊谷市）他
11月24日㈯、12月 8 日㈯ あるいてみる飛ノ台周辺の遺跡・史跡 市内の遺跡・史跡等
12月18日㈫～ 1 月20日㈰ くらしの道具展　※郷土資料館と共催 飛ノ台史跡公園博物館　1階ギャラリー
1 月12日㈯、 1 月19日㈯、
1 月26日㈯ 考古学講座 海神公民館（船橋市海神6-3-36）

京成本線　海神駅　徒歩1分
2 月 2 日㈯～ 3 月 3 日㈰ （仮）「船橋の遺跡」展 飛ノ台史跡公園博物館　1階ギャラリー

3 月23日㈯～ 4 月 7 日㈰ 飛ノ台史跡公園博物館・海神中学校・高根台中学校合同展
「日本の美を今に活かした作品展」 飛ノ台史跡公園博物館　1階ギャラリー

　いずれも、詳細は『広報ふなばし』でお知らせします。都合により、日程・内容が変更になる場合があります。
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発行：平成30年（2018年）9月30日　船橋市郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館
表紙写真　縄文土器の拓本ワークショップ　神保君雄氏撮影

は郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館休館日

協力：
船橋市華道連盟

（船橋市立海神
中学校華道部）


