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） は 0まで　

　

第2展示室 ■夏季企画展「みえの古墳～こんな古墳もあるんです！～」7/20（土）～9/8（日）
                      「ミュージアムトーク」　7/20（土）13:00～14:30　＊事前申込不要　
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第1・2・3Ｇ■第5回松阪の偉人たち展　7/3（水）～7（日）9:30～16:30　＊最終日は15:00まで
第2・3Ｇ　 ■松阪市美術展覧会第60回記念企画『10年のあゆみ展』7/9～15（月）9:00～16:30　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊最終日は15:00まで
第1・2Ｇ 　■小津安二郎企画展　世界のOZU（併設「小津ごのみ」）7/10（水）～21（日）10:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 *最終日は15:00まで
第2Ｇ　　　■リメイク作品＆布花展　7/18（木）～21（日）9:00～17:00 *最終日は16:00まで
第1・2Ｇ　 ■まつさかのほいくえん園児造形展～まつさかのちっちゃなアーティストたち～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7/27（土）～8/4（日）9:30～16:30

★夏のイベント★
その１　★中学生ボランティアガイド
　　　　　　7/27（土）～8/4（日）平日は13:00～15:00、土・日は10:00～12:00、13:00～15:00　7/29は休館日
　　　　　　市内の中学生が第1展示室の展示解説をします。　　　　　 ＊実施時間帯は入館料無料
その２　★ワークショップ「ステンシルであそぼう！」　7/27（土）、28（日）10:00～14:00、受付は13:30まで
　　　　　　＊予約不要、参加費200円（ハンカチ）、300円（ランチョンマット）、500円（ミニトートバッグ）
その３　★スタンプラリー　8/3（土)、4 (日）9:00～16:00まで
その４　★ワークショップ　「矢じりネックレス」づくり　8/22（木）10:00～12:00　
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　 *7/20（土）10:00～　電話予約にて                                                                                                                                
その５　★キッズミュージアムトーク　8/25（日）10:00～11:00　　    ＊事前申込不要

No．292 令和元（2019）年 7月号

第1展示室 ■常設展「宝塚古墳の謎」

【ギャラリー無料】

【はにわ館】　入場料100円（18歳以下無料）＊入館は16:30まで

　　　　　

【ロビー展示が変わりました！】

7月の休館日は、1日（月）、8日（月）、16日（火）、22日（月）、29日（月）、
8月の休館日は、5日（月）、13日（火）、19日（月）、26日（月）です。
開館時間は９：００～１７：００です。

　5～6月にかけて市内の中学生が職場体験学習（わくわくワーク）で文化財センターの仕事を体験しま
した。その仕事の一つとして、学芸員がおこなうロビー展示の入れ替えを手伝いました。そこで、今回は
ロビー展示をおこなっている赤部遺跡について紹介します。
　赤部遺跡は、松阪市の北部、嬉野新屋庄町にあります。この付近は雲出川下流域に広がる水田耕作が
盛んな地域です。発掘調査でも弥生時代や古墳時代の水田跡が見つかっており、今も昔も稲作が盛ん
であったことが分かります。周辺より少し高い土地では古墳時代の竪穴住居が確認され、人々が暮らし
ていたことも分かりました。竪穴住居が見つかるのは古墳時代前期という非常に限られた時期だけで、
人々が生活していた期間はあまり長く続かなかったようです。赤部遺跡の周囲には各時代の大小様々な
水の流れた形跡もあることから、人が住む所が転々と変わっていったのかもしれません。
　水は恵みをもたらす大切なものでもあります。発掘調査では、水辺で儀式（水のマツリ）を行った跡も
みつかり、水に対する様々な思いが伝わるようです。

〇生活道具を使った「水のまつり」

                    　　　　　　　　　　　　　  赤部に住む人たちが川の流れを利用してつくったと考えら
　　　　　　　　　　　　　　　　　れるギザギザに折れ曲がった流路と、その流路に沿って、いく
　                                               　　　　    つかの穴が見つかりました。この穴からは壺や高坏、甕などの 
                                                                         土器がたくさん見つかりました。これらの土器は、「水のマツリ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　で使用された後に、捨てられたものではないかと考えられま　
　　　　　　　　　　　　　　　　　す。儀式の道具としては、壺や高坏が利用されることが多いの
　　　　　　　　　　　　　　　　　ですが、不思議なことに、この穴では日常生活で食物を煮炊き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　したり貯蔵したりする        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  時に使う「甕」が多く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  く見つかりました。
た                                                                                                                                                   たくさんの種類の儀
式があたっと思われ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    式があったと思われ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   その一つの姿を今に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   伝える発見となりまし
                                                                                                                                                     た。

               流路と穴（黒部分）                                  　　　文化財センター　ロビー展示                                 　　　　　　　　　　　

　            　　　　　　　

〇他地域との交流

　古墳時代前期は全国規模で地域間での交流が活発になり、人とともにモノや文化が動いた時代です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤部遺跡のある雲出川下流域は、他地域の特徴をもった土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　器が発見される三重県内でも珍しい地域として注目されていま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。  雲出川下流域はこの地域の海路の玄関口にあたり、船を使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　って他地域の人々が行きかう東西交通の重要な場所となって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたようです。  特に北陸地方の特徴を示す土器の出土が多く、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　強いつながりを感じます。これらの土器の粘土を観察すると、北
　　　　　　　　　　　　　　　　　　陸地方で作られたものではなく、三重県内で作られた土器であ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　る可能性が高いと考えられます。北陸で土器作りを教えてもらっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　た人がいたのか、北陸出身の人が雲出川下流域で暮らしてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのでしょうか。およそ1800年も昔に、この小集落に住む人た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちが雲出川という大きな川を利用して、遠く離れた地域の人た
　　　　　　　　足跡　　　　　　　　  ちと積極的に交流していたことには驚きを感じます。　
　
　ロビーには、赤部遺跡から出土した弥生時代から中世の石器や土器、そして石膏で型取りした弥生時代
の人の足跡を展示しています。ぜひ、ご覧ください。（担当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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