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かい せつ おお だい やま もと い せき

ビデオクリップ 解説（大平山元遺跡について）

おお だい やまもと い せき きゅうせっ き じ だい おわ とく ちょう せっ き いっ しょ ど き はっ けん

大平山元遺跡では、旧石器時代の終わりごろの特徴をもつ石器と一緒に、土器のかけらが発見
ど き しら けっ か に ほん れっ とう しゅうへん ち いき なか もっと ふる ど き

されました。この土器のかけらを調べた結果、日本列島の周辺地域の中で最も古い土器だという

ことがわかっています。
きゅうせっ き じ だい じょうもん じ だい う か かんが ど き

このころがちょうど旧石器時代から縄文時代へ移り変わるころだったと考えられ、土器がどの
つく はじ じょうもん じ だい はじ あき じゅうよう い せき

ように作られ始め、いつ縄文時代が始まったのかが明らかになるかもしれない重要な遺跡です。

もくじにもどる 1

おおだい やまもと い せき ば しょ

大平山元遺跡の場所
きゅうせっ き じ だいしゅうまつ き せっ き む もん ど き へん おおだい やまもと い せき そと が はままち

旧石器時代終末期の石器と無文土器片【大平山元遺跡（外ヶ浜町）】

じょうもん あーかいぶす

出典：JOMON ARCHIVES



もくじにもどる 2

おお だい やま もと い せき ねん しょう わ ねん ちゅうがく せい せき ふ ひろ はっ けん

大平山元遺跡は、1971年（昭和46年）に中学生が石斧を拾ったことをきっかけにして発見さ
い せき こう こ がく けんきゅうしゃ はっ くつ ちょう さ ど き せっ き み

れた遺跡です。考古学の研究者が発掘調査をしたところ、さまざまな土器や石器が見つかりま
せき ふ い がい きゅうせっ き じ だい せっ き はっ けん

した。この石斧以外にもさまざまな旧石器時代の石器が発見されています。
せっ き はっ けん ど き へん ちい もと もと かたち ど き

石器とともに発見された土器片は、どれも小さくて元々どのような形の土器かはわかってい
なわ もん よう は つ そうしょく む もん ど き しゅつ げん てい じゅうせい

ませんが、縄による文様や貼り付けなどの装飾がない無文のものです。土器の出現は、定住生
かつ かい し しめ じゅうよう しょう こ ど き へん ど き つく じょうもん じ

活の開始を示す重要な証拠であり、この土器片は土器がどのように作られはじめ、いつ縄文時
だい はじ あき かんが

代が始まったかを明らかにすることができるもののひとつと考えられています。

ちゅうがく せい はっけん せき ふ

中学生が発見した石斧
み ど き へん

見つかった土器片

かい せつ おお だい やま もと い せき

ビデオクリップ 解説（大平山元遺跡について）

じょうもん あーかいぶす

出典：JOMON ARCHIVES



かい せつ ほう しゃ せい たん そ ねん だい そく てい ほう

ビデオクリップ 解説（放射性炭素年代測定法）

しゅつ ど ど き ふる しら ほう ほう ほう しゃ せい たん そ ねん だい そくてい ほう

出土した土器の古さを調べる方法として、「放射性炭素年代測定法」というものがあります。
しら ふく たん そ げん そ せい しつ り よう もの ふる はか

これは、調べたいものに含まれる「炭素」という元素の性質を利用して、物の古さを測るもの
き すみ かみ たん そ げん そ き ごう かーぼん げん そ ふく たん そ

です。木・炭・紙などには、炭素（元素記号：C）という元素が含まれています。炭素は、
しゅ るい わ たんそじゅうよん たん そ ふく わり あい そく てい

さらに3種類に分けられ、そのうち14Cという炭素の含まれている割合を測定することで、
そん ざい ねん だい そく てい たんそじゅうよんねんだい そく てい ほう

そのものが存在していた年代を測定することができます（14C年代測定法）。
おお だい やま もと い せき はっ けん む もん ど き へん ほう しゃ せい たん そ ねん だい そく てい ほう そく てい

大平山元遺跡で発見された無文土器片は、「放射性炭素年代測定法」による測定で、
ねん まえ じょうもん ど き かく てい

16,500年前の縄文土器と確定されました。

もくじにもどる 3

とうきょうだい がく そう ごう けんきゅう はくぶつ かん

出典：東京大学総合研究博物館 https://www.um.u-tokyo.ac.jp/web_museum/ouroboros/v20n1/v20n1_yoneda.html
な ご や だい がく う ちゅう ち きゅうかんきょうけんきゅうじょ ねん だい そく てい けんきゅう ぶ

名古屋大学宇宙地球環境研究所年代測定研究部 https://www.nendai.nagoya-u.ac.jp/research/tandetron/genri.html

ねんだい そくてい

年代測定が
れい

できるもの（例）
ねんだいそく てい もち そう ち

年代測定に用いる装置



しら

ビデオクリップ②について調べられるところ

おお だい し りょう かん

●大山ふるさと資料館
じゅうしょ ひがし つ がる ぐんそと が はままちあざ かに た おおだいさわ べ

住所 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平沢辺34-3
でん わ

電話 0174-22-2577
こうしきホームページ

公式HP 大山ふるさと資料館
かいかん じ かん

開館時間 9:00～16:30
きゅうかん び げつよう び しゅく ば あい よく じつ

休館日 月曜日（祝の場合は翌日）
にゅうかんりょう む りょう

入館料 無料

4もくじにもどる

ホームページで
くわ しら

詳しく調べて

みよう！

じょうもん あーかいぶす そと が はままち

出典：JOMON ARCHIVES、外ヶ浜町

●おすすめのページ
おおだいやま もと い せき

「大平山元遺跡」
https://jomon-japan.jp/kids/learn/map/odai-yamamoto/

https://www.town.sotogahama.lg.jp/bunka/bunka/shiryoukan.html
https://jomon-japan.jp/kids/learn/map/odai-yamamoto/
https://jomon-japan.jp/kids/
https://jomon-japan.jp/kids/


かん じ か

①「おおだいやまもといせき」を漢字で書いてみよう。
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5

おお だい やま もと い せき

遺 跡

② 「おおだいやまもといせき」についてわかったことをメモしよう。



もくじにもどる

ねん くみ な まえ

年 組 名前
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かん じ か

①「おおだいやまもといせき」を漢字で書いてみよう。

おお だい やま もと い せき

大 平 山 元 遺 跡

② 「おおだいやまもといせき」についてわかったことをメモしよう。

じょう もん じ だい まえ じ だい きゅう せっ き じ だい おな せっ き いっ しょ ど き はっ けん

・縄文時代の前の時代である旧石器時代と同じような石器と一緒に、土器のかけらが発見された。
ど き へん ほく とう さい こ ど き

・この土器片は北東アジア最古の土器である。
ど き つく はじ じょう もん じ だい はじ あき じゅう よう い せき

・土器がどのように作られ始め、いつ縄文時代が始まったのかが明らかになるかもしれない重要な遺跡である。



指導者用｜ビデオクリップ解説（世界史の中の縄文時代）

7

日本の歴史では、採集・漁労・狩猟
を生業に定住が営まれた時期を「縄文
時代」と呼んでいます。移動生活を営
んだ旧石器時代に続き、本格的な稲作
農耕がはじまる弥生時代の前に位置付
けられています。縄文時代は日本独特
の自体区分であり、世界史では旧石器
時代から新石器時代、青銅器時代の一
部に相当します。

もくじにもどる

出典：縄文遺跡群世界遺産本部、『世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群』



8

指導者用｜ビデオクリップ解説（縄文土器の使用法）

道内最古の縄文土器（大正3遺跡、佐藤雅彦氏撮影）

もくじにもどる

土器は食べ物を煮炊きする鍋として使われましたが、
土器に付着したおこげの成分から、煮炊きされた内容
物を調べる研究が行われています。
北海道内最古の縄文土器である帯広市大正３遺跡出

土資料の分析からは、魚を煮炊きした痕跡が見つかっ
ており、サケを調理した可能性が指摘されています。

参考：日本経済新聞「料理に使った最古の土器 縄文人がサケ煮炊きか」https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG10042_Q3A410C1CR8000/


