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発は
っ
く
つ掘
調ち
ょ
う

査さ

が
十
月
十
四
日
に
終

了
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
子
ど

も
の
墓
（
小
ド
ー
ム
）
付
近
の

「
溜た
め

池い
け

状じ
ょ
う

遺い

構こ
う

」
や
そ
の
周
り
に

つ
い
て
の
情
報
を
得
る
た
め
に
、

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

「
溜
池
状
遺
構
」
っ
て

な
ん
だ
ろ
う
？

　

遺い

構こ
う

と
は
、
昔
の
人
が
作
っ
た

施
設
の
あ
と
で
、
動
か
せ
な
い
も

の
の
こ
と
で
す
。
現げ
ん
だ
ん
か
い

段
階
で
は
ど

の
程
度
人
の
手
が
加
わ
っ
た
か
は

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で

は
仮
に
「
溜た
め
い
け池
状じ
ょ
う

遺い

構こ
う

」
と
呼
び

ま
す
。

　
「
溜た
め
い
け池
状じ
ょ
う

遺い

構こ
う

」
に
堆た
い
せ
き積
し
て

い
る
土
の
断だ
ん
め
ん面
を
見
る
と
、
層
が

薄
く
何
層
も
積
も
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
堆た
い
せ
き積

土ど

の
中
に
は
砂
の
層
や
鉄
分
を
含

ん
だ
層
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
堆た
い
せ
き積
状じ
ょ
う
き
ょ
う況
か
ら
、
現
代
で
も
見

ら
れ
る
「
溜
池
」
の
よ
う
に
縄じ
ょ
う

文も
ん

時じ

代だ
い

に
水
が
溜た

ま
っ
た
り
流
れ
た

り
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
出
土
し
た
遺い

物ぶ
つ

（
昔
の
人
が

残
し
た
土
器
や
石
器
な
ど
の
動
か

せ
る
も
の
）
や
堆た
い
せ
き積
土ど

中ち
ゅ
う

の
炭
の

年ね
ん
だ
い
そ
く
て
い

代
測
定
の
結
果
か
ら
、
縄じ
ょ
う

文も
ん

時じ

代だ
い

前ぜ
ん

期き

末ま
つ
よ
う葉
（
今
か
ら
約
五
千
年

前
頃
）
に
機き

能の
う

し
、
埋
ま
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
周
辺
の
調
査
で
、
こ

の
「
溜た
め
い
け池
状じ
ょ
う

遺い

構こ
う

」
は
南
北
に
約

二
十
メ
ー
ト
ル
広
が
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
今
は
平
ら

で
す
が
、
当
時
こ
の
辺
り
は
大
き

く
く
ぼ
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　周
り
に
は

　何
が
あ
っ
た
の
？

　
「
溜た
め
い
け池
状じ
ょ
う

遺い

構こ
う

」
の
北
東
側
を

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
地
面
が
傾け
い
し
ゃ斜

し
て
落
ち
込
ん
で
（
水す
い

流り
ゅ
う

で
削
ら

れ
て
）
い
る
部
分
が
確
認
さ
れ
、

縄
文
時
代
の
埋ま
い
ぼ
つ没
し
た
（
埋
め
ら

れ
た
）
沢
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た（
右
下
写
真
）。
幅
は
約
五

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
埋ま
い
ぼ
つ
さ
わ

没
沢
の
底
面
か
ら
は
、

縄じ
ょ
う

文も
ん

時じ

代だ
い

前ぜ
ん

期き

末ま
つ
よ
う葉
〜
中ち
ゅ
う

期き

前ぜ
ん
よ
う葉

（
今
か
ら
約
五
千
年
前
〜
四
千
八
百

年
前
頃
）
の
水す
い

流り
ゅ
う

で
す
り
減
っ
た

土
器
が
見
つ
か
っ
た
た
め
、
こ
の

頃こ
ろ

ま
で
は
沢
が
機
能
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
埋ま
い
ぼ
つ
さ
わ

没
沢
を
埋

め
て
い
る
土
の
一
番
上
か
ら
は
、

中ち
ゅ
う

期き

後こ
う
よ
う葉
（
約
四
千
二
百
年
前

頃
）
の
土
器
が
見
つ
か
っ
て
い
る

た
め
、
こ
の
頃
に
は
完
全
に
埋
め

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　今
年
度
の
成
果
と

　
　来
年
度
の
調
査

　

こ
の
よ
う
に
今
年
度
の
調
査
で

も
様
々
な
成
果
が
得
ら
れ
ま
し
た

が
、
課
題
も
残
っ
て
い
ま
す
。
今

年
度
確
認
さ
れ
た
埋ま
い
ぼ
つ
さ
わ

没
沢
は
、
ど

こ
か
ら
流
れ
て
き
て
ど
こ
へ
流
れ

て
い
く
か
な
ど
、
は
っ
き
り
と

し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、

「
溜た
め
い
け池
状じ
ょ
う

遺い

構こ
う

」
と
一い
ち
れ
ん連
の
も
の

と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
ど
う
か

を
含
め
、
来
年
度
以
降
も
引
き
続

き
接
続
部
分
や
周
辺
の
調
査
を
行

う
予
定
で
す
。
今
年
度
の
調
査
の

成
果
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月

十
一
日
（
土
）
の
遺
跡
報
告
会
で

発
表
し
ま
す
。
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【埋没した沢と考えられる箇所】

【第40次発掘調査区　平面図】
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第
四
十
次
発
掘
調
査
終
了

「
溜
池
状
遺
構
」
と
埋
没
し
た
沢
を
調
査

企画展「木からみる縄文の暮らし」
場所：さんまるミュージアム企画展コーナー
期間：３月５日（日）まで
　縄文時代、木は道具や建物の素

そ

材
ざい

としてだけ
ではなく、樹

じゅ

皮
ひ

やウルシの樹
じゅえき

液など様々な部分
が巧みに利用されて
いました。本企画展
では、三内丸山遺跡
や周辺の遺跡で見つ
かった木の道具や、
木を利用した施設の
調査時の写真などを
展示しており、現在
にも続く縄文人の技
術を見ることができ
ます。

平
成
２
８
年
度 

企
画
展

期間：９月17日
　　　～３月５日
場所：さんまる
　　　ミュージアム

期間：９月17日
　　　～３月５日
場所：さんまる
　　　ミュージアム

平
成
２
８
年
度 

企
画
展
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か
ら
み
る

　
　
　
　

の
暮
ら
し

木
縄
文
　

か
ら
み
る

　
　
　
　

の
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ら
し

木
縄
文
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は
、
は
じ
め
て
の
イ
ベ
ン
ト
で
、

縄
文
人
の
生
活
に
ち
な
ん
だ
競

技
を
通
し
て
、
当
時
の
生
活
を

考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
行
い
ま
し
た
。
や

り
投
げ
、弓
矢
、土
器
の
水
運
び
、

ワ
ラ
ダ
投
げ
の
四
競
技
が
あ
り
、

参
加
し
た
ジ
ョ
モ
リ
ン
ピ
ア
ン

の
み
な
さ
ん
は
、
楽
し
く
技
を
競

い
合
っ
て
い
ま
し
た
。
入
賞
者

に
は
メ
ダ
ル
と
賞
状
の
ほ
か
に
、

副
賞
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

参
加
者
の
み
な
さ
ま
、
応
援

し
て
く
れ
た
方
々
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

さ
ん
ま
る
ジ
ョ
モ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催

　

十
月
十
六
日
、
晴
れ
わ
た
る
さ

わ
や
か
な
天
気
の
中
、
さ
ん
ま

る
ジ
ョ
モ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
開
催

し
ま
し
た
。
三
内
丸
山
遺
跡
で

縄
文
秋
祭
り　

開
催

　

十
月
十
五
・
十
六
日
に
開
催
さ

れ
た
縄
文
秋
祭
り
で
は
、
縄
文

時
代
の
疑ぎ

じ似
体
験
が
で
き
る
縄

　

三
内
丸
山
遺
跡
や
縄
文
文
化
に

触
れ
る
「
さ
ん
ま
る
縄
文
体
験
」

を
今
年
度
も
実
施
し
ま
し
た
。
夏

休
み
に
は
、「
土ど

偶ぐ
う

の
レ
プ
リ
カ

を
作
ろ
う
」
と
「
考こ
う

古こ

学が
く
し
ゃ者
に

な
ろ
う
」
を
行
い
ま
し
た
。「
土

偶
の
レ
プ
リ
カ
を
作
ろ
う
」
で

は
、
本
物
の
土
偶
か
ら
型
を
取

り
、
石せ
っ
こ
う膏
を
流
し
込
ん
だ
も
の

に
色
を
つ
け
て
レ
プ
リ
カ
を
作
り

ま
し
た
。
み
ん
な
本
物
そ
っ
く

り
の
仕
上
が
り
に
な
り
ま
し
た
。

「
考
古
学
者
に
な
ろ
う
」
で
は
、

発は
っ
く
つ掘
調ち
ょ
う

査さ

の
方
法
を
学
び
、
実
際

に
土
を
掘
っ
て
調
査
を
体
験
し
ま

し
た
。
ま
た
、
自
分
で
発
掘
し
た

土
器
や
石
器
の
位
置
と
高
さ
を

器き

械か
い

で
測そ
く
て
い定
す
る
作
業
も
行
い
ま

し
た
。
土
器
や
石
器
が
出
て
く
る

と
、
み
ん
な
夢
中
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　

さ
ん
ま
る
縄
文
体
験
は
来
年
度

も
実
施
す
る
予
定
で
す
。
い
ろ
い

ろ
な
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
企
画
し
ま

す
。
内
容
や
日
程
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
チ
ラ
シ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
の
で
、
お
楽
し
み
に
。

文
た
い
け
ん
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や

弓
矢
ひ
ろ
ば
、
自
由
に
笛
や
太

鼓
が
演
奏
で
き
る
さ
ん
ま
る
演

奏
会
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
い

ま
し
た
。
天
気
に
も
恵
ま
れ
、

二
日
間
で
三
千
人
以
上
の
方
に

ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

二
月　

縄
文
冬
祭
り

　

二
月
十
一
・
十
二
日
に
は
縄
文

冬
祭
り
を
開
催
し
ま
す
。
雪
だ
る

ま
作
り
や
そ
り
遊
び
、
雪
を
使
っ

た
縄
文
体
験
や
発
掘
体
験
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
を
用
意
す
る
予
定

で
す
。
お
楽
し
み
に
お
待
ち
く

だ
さ
い
。

　

北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、

秋
田
県
及
び
関
係
市
町
で
構
成

す
る
縄じ
ょ
う

文も
ん

遺い

跡せ
き
ぐ
ん群
世せ

界か
い

遺い

産さ
ん

登

録
推
進
本
部
で
は
、
三
内
丸
山

遺
跡
を
は
じ
め
十
七
の
縄
文
遺

跡
で
構
成
す
る
「
北
海
道
・
北

東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」
の
価
値

や
魅み

力り
ょ
く

を
わ
か
り
や
す
く
伝
え

る
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
映
像
を

制
作
し
ま
し
た
。
約
一
万
五
千

年
前
に
日
本
列
島
に
誕
生
し
、

一
万
年
以
上
続
い
た
縄
文
文
化
。

土
器
を
生
み
、
自
然
と
と
も
に

生
き
た
世
界
に
誇ほ
こ

る
独
自
の
文

化
を
今
に
伝
え
る
「
北
海
道
・

北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」
に
触

れ
て
く
だ
さ
い
。

　

映
像
は
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
取
る
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ア
ド
レ
ス
（
下
記
）
を
入
力

し
て
ご
覧ら
ん

く
だ
さ
い
。

「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」

　
　プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
映
像
配
信
中

三内丸山遺跡のご案内
休館日 見学料
12月30日～１月１日 無料
開館時間
10月～５月は９時～17時、
６月～９月は９時～18時
（入場は閉館の30分前まで）
さんまるミュージアムの定時案内
10時30分～、13時30分～の２回
（所要時間約20分）
ボランティアガイドの定時案内
１回目は９時15分から（所要時間：約50分）
その後は10時から１時間ごと、最後は16時から
※10月１日～３月31日は15時半最終便
見学お問い合わせ先：017-766-8282
　　　　　　　　　　（三内丸山応援隊）
交通機関
□青森市営バス
　JR青森駅から⑥番乗り場　三内丸山遺跡線
　三内丸山遺跡前で下車　料金310円　約30～40分
□ねぶたん号
　JR新青森駅東口
　三内丸山遺跡前で下車　料金200円　約15分

【入賞者へのインタビュー】

【大人気の弓矢ひろば】

【考古学者になろう】

【プロモーション映像の一部】 【QRコード】

アドレス：http：//jomon-japan.jp/archives/4864/

　平成28年８月９
日、さんまるミュー
ジアムの見学者が
100万人に達しまし
た。平成22年７月
の一般公開から７
年目での達成です。
　この記念すべき

100万人目の見学者は、北東北３県を巡
めぐ

る旅行の最後に訪
れたという埼玉県志木市からお越しの関根俊輔さん一家
です。記念証とオリジナルグッズなどの記念品を贈

ぞうてい

呈す
ると、関根さんご一家は「いろんな土器や石器があって
すごい。いい思い出になった」と喜んでいました。
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さんまるミュージアム
 見学者100万人達成！
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