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自然堤防 後背湿地

河川 ※ྛㄪᰝ区の土ᒙ᩿面ᅗ䜢ᰕ状䛻ᢤき出し、 ༡から䛻ྥかっ䛶、 ᕥ側から㡰䛻୪䜉䜎した。
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南 北

　左端の南に傾斜する地形が河川に、その右側の地形の高まりが自然堤防に、右端のやや低くなった地形が後背湿地に相当します。

H
えっちごひゃくはち

5 0 8 遺跡（通称「丘
おかだまじょうもんいせき

珠縄文遺跡」）は、札幌市東区丘珠町のサッポロさとらんど内に所在します。

さとらんどの造成に先立ち、平成 4・5 年に実施した試
し く つ

掘調査で、縄文文化晩
ば ん き

期（以下「縄文晩期」）

の土器や石器が発見され、これまで現地の地下に保存されてきました。この遺跡を活用して、遺跡

公園を整備する事業が、平成 23 年度に『第 3 次札幌新まちづくり計画』に位置付けられ、遺跡の

内容を具体的に把握するために、平成 25・26 年度に、延べ 371 名に及ぶ市民ボランティアの参加・

協力のもと確認調査（部分的な発掘調査）を行いました。

 丘珠縄文遺跡の調査

さとらんどでは、丘珠縄文遺跡の他に 2 カ所の遺跡が見つかっ

ています。一つは、現在の「ミルクの郷
さと

」( サツラク農業協同組

合牛乳工場 ) 付近から見つかった擦
さつもん

文文化と続
ぞくじょうもん

縄文文化の遺跡

（ H
えっちさんびゃくじゅうなな

3 1 7 遺跡）です。この遺跡からは、工場の建設に先立っ

て平成 4・5 年に実施した発掘調査で、擦文文化の竪
たてあな

穴住居跡

12軒や続縄文文化の炉跡93カ所が発見されました。もう一つは、

現在の農業支援センターの圃
ほ

場付近から見つかった続縄文文化の

小規模な遺跡（ H
えっちごひゃくきゅう

5 0 9 遺跡）です。

　丘珠縄文遺跡は、札幌市の北部に広がる沖
ちゅうせき

積平野（石狩平野）と呼ばれる低地部に位置しています。確認調査では、

遺跡の南東端で、河川の河道から河岸斜面に相当する、南方向に傾斜していく土層の堆積が確認され、縄文晩期頃の河

川は、遺跡の南辺をかすめるように流れていたことがわかりました。確認された河川は、近接する H317 遺跡の 7 層の

調査で想定された続縄文文化初頭頃に流れていた河川と一連のものと考えられます。

さとらんどの遺跡

 遺 跡 の 地 形

　䛆☜ㄆㄪᰝᮇ㛫䛇
　　　ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻠 ᪥䡚 㻥᭶ 㻝㻥 ᪥
䚷䚷䚷ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻟 ᪥䡚 㻝㻜 ᭶ 㻝㻜 ᪥
　䛆ᩚ⌮ཬびሗ࿌᭩సᡂᮇ㛫䛇
　　　ᖹᡂ 㻞㻡 䡚 㻞㻣 ᖺᗘ
　䛆ㄪᰝ面✚䛇　䠄※䝖䝺䞁䝏ㄪᰝ㠃✚䠅
　　　ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺᗘ 䠖 㻝㻟㻟 䟝
䚷䚷䚷ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ 䠖 㻝㻜㻥 䟝　
　䛆ᕷẸ䝪䝷䞁䝔䜱䜰ཧຍேᩘ䛇
　　　ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺᗘ 䠖ᘏべ 㻝㻢㻤 ே
䚷䚷䚷ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ 䠖ᘏべ 㻞㻜㻟 ே

1

GaiyoBan.indd   2 16/03/02   14:19



01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(Y)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 (X)

H㻟1㻣㑇㊧
㻣ᒙ（⥆⦖ᩥᩥึ㢌）

ㄪᰝ⠊ᅖ

⅔㊧
⅔㊧

⅔㊧

᧿
ᩥ
ᩥ

の

Ἑ
ᕝ
䜈
の
ⴠ
䛱
㎸
䜏

0 100䡉

H㻡0㻤㑇㊧

⦖ᩥᬌᮇᚋⴥ～⥆⦖ᩥ๓ⴥ㡭の᥎ᐃἙᕝὶ㊰
※河川幅は不明であり、上図の河川幅に根拠はありません。 ※図中の赤い点はすべて炉跡を示しています。

　　☜ㄆㄪᰝ区の㓄⨨䛸ᐃ䛥䜜るἙᕝのὶ㊰

本州の
時代区分

草 創 期

縄文文化
弥生文化

北海道の
時代区分

※北海道の時代区分は、考古学における一般的な時代区分です。

続縄文文化

飛鳥
時代

古墳文化
奈良
時代 平安時代 鎌倉

時代
室町
時代

安土・
桃山
時代

江戸
時代

擦文文化
アイヌ文化期

Chronological
periods of
Hokkaido 

Chronological
periods of

mainland Japan
Incipient Initial Early Middle Late

Final

Final

Yayoi culture

Kofun culture

Zoku-Jomon culture

Asuka period

Satsumon culture

Ainu culture period

Heian period
Nara period Kamakura

period
Muromachi

period
Edo periodAzuchi-

Momoyama
period

Jomon culture旧石器
文化

Old Stone Age culture

オホーツク文化
Okhotsk culture

後期 中期前期早期

草 創 期 後期 中期前期早期

縄文文化

Incipient Initial Early Middle Late

Jomon culture旧石器
文化

Old Stone Age culture

年代
Age

やよ　い
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晩 
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晩 
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ㄪᰝ区 01㻟 㑇物出土状ἣ

　確認調査では、5 枚の遺物包
ほうがんそう

含層が確認されました（3a 層、3b 層、4a 層、4b 層、4c 層）。出土した土器の特徴か

ら、3a・3b 層が続縄文前
ぜんよう

葉頃、4a ～ 4c 層が縄文晩期後
こうよう

葉～続縄文初頭頃に相当するものと考えられます。したがって、

丘珠縄文遺跡は、縄文晩期後葉以降に、札幌北部の平野部に人々が進出し、河川に沿った自然堤防上を活動の拠点として、

続縄文前葉頃まで繰り返し利用したことによってのこされた遺跡と考えられます。

 遺 跡 の 時 期
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炉跡
䠄4㻴㻱㻜㻞㻕

炉跡を覆った砂の層

4a 層

4b 層

火床

4c 層

↑

　確認調査では、3 つの地層（4a・4b・4c 層）から、炉跡 26 カ所、焼土粒集中 8 カ所、炭化物集中 4 カ所が発見

されました。これらの遺
い こ う

構は、当時の河川に沿った自然堤防の上に、集中して分布していることがわかりました。炉跡

の周囲からは、その場所でつぶれたような状態で出土した土器（一
いっかつ

括土器）、石の鏃
やじり

やナイフなどの様々な石器、石器を

つくる際に出る石の欠
か け ら

片（剥
はくへん

片・砕
さいへん

片）などが見つかっています。今後、出土した遺物の分布状況や接合状況を詳細に

検討していくことで、炉を拠点とした当時の活動の様子を明らかにしていきたいと考えています。       

䝭䝙䝏䝳䜰土ჾ

 発見された遺構

イ䝰䜺イᙧ土製品

୍ᣓで出土した
῝㖊ᙧ土ჾ

炉跡（4HE02）の調査（4b 層）

炉跡（4HE21）の調査（4c 層）

　写真中央に赤く見える楕円

形の範囲が、炉跡の火
ひ ど こ

床です。

火を焚
た

いたことによって、土

が熱を受けて焼け、赤く変色

しています。火床の上に黒く

見える塊や粒は、燃料に使っ

た薪
まき

の燃えカスと考えられま

す。また、写真奥の調査区の

壁を見ると、炉跡の上に、河

川の氾濫によって運ばれてき

た砂の層が堆積していること

がわかります。この砂の層に

覆われてパックされたこと

で、この炉跡は当時の状態の

まま保存されていました。

3
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動物や魚の骨などの欠片

植物の種子など

ヒエ属の種子

ヒエ属の種子
　左の写真上段の種子は 4a

層 で 検 出 し た 焼 土 粒 集 中

（4DB04）から、下段の種

子は 4b 層で検出した炉跡

（4HE02）から見つかりま

した。この他に、4a 層で検

出した炉跡（4HE20）から

もヒエ属の種子が見つかっ

ています。

　続縄文文化初頭の H317

遺跡からはヒエ属の種子が

見つかっていますが、縄文

文化の遺跡からは、市内で

はじめての発見です。 クルミの殻（クルミ属内果皮）の破片

 炉跡などの土の中から見つかった微細な遺物
　炉跡などの周囲で採取した土の中から見つかっ

た微細な遺
い ぶ つ

物を調べた結果、石器の材料となる

黒
こくようせき

曜石や頁
けつがん

岩などの小さな欠片（砕片）、植物の

種子、動物や魚の骨の欠片などが見つかりまし

た。これらの微細な遺物の内容から、炉の周囲で

は、黒曜石や頁岩などを打ち割って石器をつくっ

たり、採集してきたクルミの殻を割ったり、狩り

や漁でとってきた動物や魚を解体・調理したりし

ていたものと推測されます。

　微細遺物については整理途中であるため、今後

の作業の進展に伴って、新しい発見があるかもし

れません。

（4HE20 出土）

※上段：長さ 1.20 ×幅 1.10 ×厚さ 0.50（mm）
　下段：長さ 1.35 ×幅 1.00 ×厚さ 0.70（mm）

サケ科

　　a ～ d ： 犬
け ん し じ ょ う し

歯状歯

※部位によって、歯の大きさや形が異なります。

サケ科

　　a ： 担
た ん き こ つ

鰭骨の破片　　　b ： 椎
ついこつ

骨の破片

　　c ： 腹
ふくつい

椎　　　　　　　　　d ： 尾
び つ い

椎

コイ科

　　a ・ e ： 腹椎　　b ： 尾椎　　c ・ d ： 椎骨

　　　　　　　　　※ c ～ e はウグイ属である。

チョウザメ科

　　a ・ b ： 鱗
りんばん

板の破片

※焼けて炭化しています。

哺乳綱 ( ほにゅうこう ) 

　　a ： 海
かいじゅう

獣類あるいは鯨
くじら

類の骨片

　　b ： 種不明の動物の骨片　　　　　　c ： 鹿
ろっかく

角製品の破片

4

※顕微鏡拡大写真

（a ～ d ： 4HE02 出土）

a b c d a b c d
a b c d e

（a ・ b ： 4HE02 出土、 c ・ d ： 4DB04 出土） （a ・ c ： 4HE02 出土、 b ・ d ・ e ： 4DB04 出土）

（a ： 4HE02 出土、 b ： 4DB04 出土）

a b

（a ・ b ： 10-06 区出土、 c ： 4DB04 出土）

a b

c

背面 側面 腹面

背面 側面 腹面

黒曜石や頁岩の細かい欠片（砕片）

頁岩の砕片

黒曜石の砕片

（4HE20 出土）

（4HE20 出土）

※これらの砕片は、石器をつくる際に、
周囲に飛び散ったものと考えられます。
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　確認調査では、5 枚の遺物包含層から、合計で 6,600 点以上（総重量約 121kg）の遺物が出土しました。縄文晩期

後葉から続縄文前葉頃にかけての土器や石器とともに、本州北部の縄文晩期に特徴的な遺物であるイモガイ形土製品や、

本州北部の弥生文化初頭の土器なども出土しています。今回の調査で見つかった遺物は、今後、縄文文化の終わりから

続縄文文化にかけての暮らしぶりや、本州や北海道の他地域との交流の様子を考えていく上で、とても貴重な資料です。

 丘珠縄文遺跡から出土した遺物

出土した土器（4 層）

4a 層出土
4a 層出土

4c 層出土

出土した土器（3 層） 試掘調査（平成 4・5 年）で出土した土器

深鉢形土器：現存器高 32.7cm

鉢形土器：器高 17cm

深鉢形土器：器高 24.1cm

深鉢形土器：現存器高 31.2cm

深鉢形土器：現存器高 28.3cm

5
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出土した石器

イモガイ形土製品（長径約 7.6cm） 砂沢式土器

琥
こ は く

珀製の平玉

　暖かい海に生息する貝であるイモガイの貝殻

の先端（殻
かくちょうぶ

頂部）を模造したものと考えられて

います。

　東北地方北部の弥生文化初頭に位置づけられる砂
すなざわしき

沢式土器の破片資

料で、「変
へんけいこうじもん

形工字文」と呼ばれる特徴的な文様がつけられています。東

北地方北部から持ち込まれたものと考えられます。

　石を打ち割ってつくった石
せきぞく

鏃、石
いしきり

錐、ナイフ、掻
そ う き

器、石を磨
みが

いてつくった石斧、川原石を持ち込んで利用した砥
と い し

石、磨
すりいし

石、

敲
たたきいし

石などの道具とともに、石器をつくる際に打ち割られた剥片が多量に出土しました。これらの石器は、黒曜石を中心として、

頁岩、泥
でいがん

岩、メノウ、凝
ぎょうかいがん

灰岩、片
へんがん

岩、安
あんざんがん

山岩など、多様な石材によってつくられています。

　樹液の化石である琥珀を用いて製作された装飾品です。

直径約 1cm、厚さ 0.3 ～ 0.6cm 程で、丁寧に磨かれています。

琥珀製平玉の出土状況
　琥珀製の平玉は、平成 26 年度の調査で、3b

層から出土しました。

6
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 市民ボランティアによる発掘調査 ～『市民が育てる成長する遺跡公園』～

丘珠縄文遺跡の調査 1
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概 要 版

調査の前には準備体操

平成 26年度の記録

1日の終わりにミーティング 包含層は慎重に掘ります遺物を少しずつ掘り出します

トレンチ掘りスタート

皆で作業内容を確認

遺物の水洗い

 ～雨の日のお楽しみ～

慎重に遺物を掘り出します

おはようございます！

今日も 1日

　よろしくお願いします！

道具を持って調査区へ まずは遺跡を見学します

道具を片付けて、

　お疲れ様でした！

調査の前には準備体操 まずは遺跡を見学します

雨降り後の水抜き作業も経験

道具を片付けて、

　お疲れ様でした！

→ → →

→
→

→→→

→ → →

→→→
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