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ボクも 10 才になりました。
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　平成 14 年 10 月に開園しました鹿児
島県上野原縄文の森は、ここに 10 周年
を迎えることができました。本園は、国
指定史跡「上野原遺跡」の保存・活用を
図ることを目的に、落葉広葉樹・照葉樹
の森の中で、時空を超えて遙か縄文の世
界と向き合い、ふれあい・学び・親しむ
場として、また、南の縄文文化を核に調

査研究・体験・交流・学習等の情報発信拠点として、さら
には観光や地域振興など幅広く活用していく県の文化施設
として、多くの期待を担って出発いたしました。
　「縄文ムラ」が存在していた当時の自然環境を考えて植
栽されたコナラやクヌギ、アラカシ、タブノキなど多くの
樹木はしっかりと台地に根を下ろし、今では縄文時代を彷
彿させるようなりっぱな森に成長しました。
　また、この間、企画展や春・秋まつり等のさまざまな事
業をはじめ、見学に学習に体験活動にと、本園をご利用い
ただいた来園者数は 126 万人を超え、着実に歴史を刻ん
できております。開園に至る準備段階から今日まで、本園
を支えていただいたボランティアの方々や関係機関・関係
各位のご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。
　「上野原縄文の森」の魅力は、幾たびかこの地を襲った
火山灰にもくじけず、全国にさきがけて「ムラ」をつくり、
多彩な文化を生み出した、創造性豊かな遙か南の縄文人た
ちの暮らしや喜び、悲しみを体感できることだと思います。
　さらに、錦江湾を一望できる台地から見渡す雄大な景観
も捨てがたい魅力の一つです。南に火を吐く桜島、北には
悠久の神話を残す霧島連峰の眺望は、我々をそのまま縄文
世界に誘ってくれます。
　ここに、歴代の園長をはじめ旧職員の皆様方に玉稿をい
ただきながら、『上野原縄文の森だより』の開園 10 周年
記念特別号を発行いたしました。上野原遺跡の発掘から開
園後の 10 年間の歩みをご報告し、今まで多大のご支援を
賜った方々に感謝の意を表しますとともに、本誌発行が、
10 周年を節目として、本園の更なる発展につながること
を希望しています。
　開園 10 周年の今日の日を迎えられたことに重ねて、関
係機関・関係各位に厚く感謝申し上げますとともに、「上野
原縄文の森」が縄文時代の生活を体験・体感する場として
多くの方々に親しまれ、「上野原遺跡」の末永い保存と活用
に役立つよう職員一同努めてまいりますので、今後とも変
らぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平
成
12
年 

4
月 

復
元
公
開
区
の
写
真
が
平
成
12
年
度
小
学
校
6
年
社
会
科
の
教
科
書
表
紙
（
教
育
出
版
）
に
掲
載 

 

10
月 

竪
穴
住
居
の
復
元
家
屋
10
棟
完
成

 

7
月 

国
分
南
中
学
校
の
生
徒
に
よ
る
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
開
始

 

3
月 

上
野
原
遺
跡
整
備
基
本
構
想
策
定

平
成
11
年 

1
月 

「
上
野
原
遺
跡
」
が
国
指
定
史
跡
に
指
定

 

10
月 

上
野
原
遺
跡
整
備
基
本
構
想
策
定

平
成
10
年 

6
月 

「
上
野
原
遺
跡
」（
3
工
区
）
の
出
土
品
7
6
7
点
が
重
要
文
化
財
に
指
定

 

6
月 

須
賀
県
知
事
現
地
保
存
表
明

平
成
9
年 

5
月 

「
縄
文
時
代
早
期
前
葉
の
国
内
最
古
・
最
大
級
の
定
住
化
し
た
集
落
遺
跡
の
発
見
に
つ
い
て
」
記
者
発
表

 
 

【
縄
文
時
代
晩
期
の
竪
穴
住
居
跡
、
弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
や
10
数
列
の
棚
跡
等
発
見
】

平
成
7～9
年 

 

4
工
区
発
掘

 
 

【
縄
文
時
代
早
期
後
葉
の
壷
形
土
器
、
土
偶
、
耳
飾
り
（
耳
栓
）
等
の
発
見
】

平
成
3～6
年 

 

3
工
区
発
掘

 
 

【
弥
生
時
代
の
土
器
、
竪
穴
住
居
跡
等
の
発
見
】

昭
和
61
年 

 

「
国
分
上
野
原
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
」
1
工
区
の
一
部
を
発
掘

昭
和
59
年 

3
月 

国
分
・
隼
人
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
開
発
計
画

　開園10周年を迎え思い出すことは、埋文センター時代、
工業団地予定地発掘中に貴重な遺物が発見され大きな話題
になったこと。当時は三内丸山遺跡発見など全国的に発掘
ブームでした。文化財課時代、遺跡・遺物の検証・評価や
イベントの開催、保存活用への基本構想づくりなど話題と
活気の中で多くの方々の努力や支援がありました。開園直
前の半年、少人数・未経験の中で準備の機会に恵まれ、多
くの出会いと体験を得たことです。
第2代園長 (平成17年度《平成14年度～16年度は副園長》)　内村 正弘 氏

　上野原縄文の森の開園 10 周年を心よりお慶び申し上げ
ます。
　本県の誇れる貴重な文化遺産である遺物や遺跡に接した
時、縄文人の豊かな知恵や確かな技術に驚かされるととも
に、現在とは全く異なる生活環境の中で逞しく生活してい
たことが推察されました。また、広々とした園では 360
度の展望や四季折々の景観、年間を通して開催される数多
くの催しも楽しむことができました。是非とも 1 人でも
多くの人に、1 度と言わず何回でも訪れて新たな感激を味
わって欲しい施設です。

第 3代園長 (平成 18年度～19年度 )　山本 英司 氏

　開園 10 周年おめでとうございます。私は、文化財課で
3 年間森の整備に関わり、その後縁あって開園 8 年目、
100 万人の入園者を迎える節目に立ち会うことができま
した。その後も、縄文の森は上野原の台地にしっかりと根
付き、日本有数の歴史公園、体験交流型の新しいミュージ
アムとして着実に成長を続けています。これからの 10 年
に期待することは、上野原遺跡に残され今も封印の解かれ
ていない謎解きです。若き考古学者たちの挑戦を待ち望ん
でいます。

第 4代園長 (平成 20年度～ 22年度 )　山本 文雄 氏

第５代園長

永野 　勉

完成した竪穴住居発掘の様子

上野原遺跡・

❷

　私が縄文の森に赴任した年、開園5周年を記念する「どんぐりコンサー
ト & 植樹祭」が開催されました。参加者には、展示館で地元少年少女
による合唱と金管楽を楽しんで頂いた後、園内の一画にどんぐりの苗
木を植えて頂きました。私の差し出した苗木を、両手で抱えるように
受け取った 5 歳位の女の子が、母親の後をうれしそうに駆けてゆく姿
が今も目に浮かびます。

末吉 博志 氏 (総務課長 : 平成 19 年度～ 21 年度 )

　上野原縄文の森事業課長として、4 年間いろいろな事業を企画し推進
しました。特に平成 21 年から他館所蔵の重要文化財を借用し展示する
ことになり、相手方の了承や、文化庁への資料作成等が大変でした。
佐賀県の重要文化財借用時は、特に複雑な手続きが多く大変でした。
企画展は好評で当時の苦労も今では楽しい思い出です。

大保 秀樹 氏 （事業課長：平成 20年度～23 年度）
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　開園に向けての半年間は職員体制づくり、来園者・来館者への案内
や接遇、体験学習館での縄文・古代体験等、職員の資質向上のための
学習会や研修、マスコミ対応、図録作成、ボランティアの立ち上げと
育成等々、なんとか形は整い開園を迎えました。思えばここは縄文の
世界。” 向き合い” ” ふれあい” ” 学び” ” 親しむ場” として、ますます
のご繁栄を御祈念申し上げます。

青崎 和憲 氏 (事業課長 : 平成 14 年度～ 16 年度 )

　思い起こせば、台風により植栽したばかりの木々が根こそぎ倒れた
り、レストランの設計に当たり、火気が使用できないとのことで電熱
器に頼らざるを得ないことが判明したりしたことなど、色々と思い出
されます。しかし、開園式典を無事に終了したときの充実感は、今も
心に強く残っています。今後も縄文の森が多くの県民に愛され、更に
充実発展されるよう、心から祈念しております。

東郷 直紀 氏 (総務課長 : 平成 14 年度 )

　私が印象に残る思い出としては、平成 16 年 8 月と 9 月に立て続け
に襲来した台風による樹木の被害です。開園当初、縄文時代の気候を
イメージした樹木が約 3 万本植栽されましたが、その台風で約 1 千本
を超える樹木が倒木あるいは半倒木の被害を受けました。当時管理を
任された者として計画されたとおりの森が再生するか大変心配でした。
しかし、10 年を経過した現在、見事に森が形成されているのを見て安
心しました。これから 10年後 20年後の縄文の森の変貌が楽しみです。

木場 眞治 氏 (総務課長 : 平成 15 年度～ 18 年度 )

　着任してまず驚いたのが、「5 月の連休に『縄文の森春まつり』が予
定されています。」の一言。慌てて準備を進め、何とか開催にこぎ着け
ました。スタッフー同、こんなイベントの経験があるはずもなく、まっ
たくの手探りでした。今、春・秋まつりが地元に定着して、大勢のお
客様で賑わうようになり、ありがたいことだと感謝しております。

冨田 逸郎 氏 (事業課長 : 平成 17 年度～ 19 年度 )

来園 100万人
突破セレモニー開園 5周年記念植樹開園記念式典

開園当時

開園当時

現在

現在

上野原縄文の森のあゆみ

復元集落

アスレチック
周辺
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Ｑ.  発掘調査では、特にどんな点で苦労されましたか？
縄文早期の竪穴住居跡の調査が大変でした。調査の状況を県文化課と埋蔵文化財センター

に毎日ＦＡＸで送り続け、調整しながら調査を行いました。
Ｑ.  保存に向けてのいきさつを教えて下さい。

県文化課から保存に向けた調査方法に切り替えることができるか打診がきました。その
後、保存する方向で調査を進め、当時の須賀知事による現地保存宣言に至りました。
Ｑ.  これからの「縄文の森」にどのようなことを期待されますか？ 

縄文の森の「芯＝しんの部分」（9500 年前の落葉樹文化、7500 年前の常緑樹文化）を県
民の皆様にアピールして、南九州の文化の流れを積極的に紹介していってほしいと思います。
彌榮さん、ご協力ありがとうございました。

貝塚や古墳、都城跡、旧宅などの遺跡の中で、歴史的に
重要であると考えられるものが幾つかあります。それらの
うちで国が指定するものを国指定史跡といい、上野原遺跡
はその歴史的価値が認められて、平成 11 年 1 月 14 日に
国の指定史跡となりました。（第４工区）

霧島市内には国指定史跡が上野原遺跡以外に二件ありま
す。このことからも、この地域一帯が歴史的風土の濃い場
所であることがうかがえます。

彌榮  久志　さん

  隼人塚（霧島市隼
人町、大正 10 年３月
３日指定）戦いに敗れ
た隼人族の霊を慰める
ためにつくられたとい
う説があります。

あと一件は、 霧島市
国分の大隅国分寺跡（大正 10 年３月３日指定）です。
ちなみに来年（2013 年）は、大隅国が成立（713 年）
してから、ちょうど 1300 年にあたります。

↑　竪穴住居跡の航空写真です。合計 52 軒の住居跡が
　検出されました。

　　  発掘には多くの作業員さんにご協力いただきまし
　た。土器の検出の様子です。

国指定史跡「上野原遺跡の再発見 !!
〜発掘調査から現在に至るまで〜

発掘調査
担当者から

国指定史跡とは？？

見どころ満載 !
　　　縄文の森展示館

上野原遺跡発掘調査当時の風景

開園 10 周年にあたり、上野原遺跡の発掘調査に深く関わられた鹿児島県立
埋蔵文化財センターの彌榮久志さんにお話を聴くことができました。
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上野原遺跡の出土遺物は、考古学的に大変貴重であるといわれているこ
とから、　縄文時代早期後葉（約 7,500 年前）の一括資料 767 点が国の
重要文化財に指定されています。

中でも、対で埋められた壺形土器（通称、「双子壺」）は、台地の最も高
い場所からほぼ完全な形で発見された貴重な遺物です。普通、壺形土器は
液体などを貯蔵する容器と考えられていて、全国的には弥生時代に普及し
ますが、上野原遺跡では約 7,500 年前の縄文時
代の層から出土しています。また、祭りや儀式
に使われたとの考え方が一般的ですが、はっき
りした使われ方はわかっていません。これらの
ことから、全国の考古学者の注目を浴びること
となりました。

ほかにも九州最古の土偶や耳飾りなど、オス
スメはまだまだたくさんあります。ぜひもう一
度じっくりご覧になられてはいかがでしょうか。 

縄文シアター
自然と向き合いながらたくましく生き抜い

た上野原の人々の生活を、アニメーションで
再現しています。

常設展示室
県内で発掘された出土品を展示した考古学

ギャラリーや体験・食のコーナーなど、考古
学の世界を楽しむことができる空間です。

県内の遺跡の発掘調査
や、遺跡に関する報告書
作成を行っています。「縄
文の森」と連携し、埋蔵
文化財についての情報発
信も行うほか、学校の先

生方を対象とした研修なども実施していま
す。 今年度は、センターが開所してからちょ
うど 20 周年にあたり、今後ますます研究・
教育機関としての充実した取り組みが期待
されています。

九州最古の土偶です。
他の土器は何に見えますか？

「双子壺」の出土状況です。
大事に埋められた様子がわか
り、当時の人々の土器に対する
熱い思いがしのばれます。

上野原遺跡で発掘されたモノ

見どころ満載 !
　　　縄文の森展示館

埋蔵文化財センターって
どんなところ？？

ここが
すごい！！

❺



①かごしま考古名品展②
よみがえる古代の形③新

発見！かごしまの遺跡

2002④かごしまの石の文

化⑤よみがえる古代人⑥
火山と共に生きた人々⑦
新発見！ 2004⑧レールの

下の物語⑨命と祈りの考

古学⑩発掘された鹿児島

の文様⑪新発見！ 2005⑫
上野原遺跡発掘 20 周年記

念⑬火山と地震と洪水と

⑭⑮新発見！ 2006⑯縄文

海進と錦江湾の考古学⑰
熊毛の考古学⑱新発見！

2007⑲道の島の大むかし

⑳殿様の器から庶民の器

まで㉑新発！ 2008㉒縄文

の曙と終末㉓発掘された

鹿児島の窯跡㉔明らかに

された南薩の祈り㉕新発

見！ 2009㉖いにしえびと

の想い㉗理科少年の考古

学探検記㉘新発見！ 2010

㉙古代アクセサリーの魅

力㉚不思議な出土品㉛新

発見！ 201132川内川流域

に生きた人々33半径 1500

ｍの歴史と文化34新発見！

2012

　九州新幹線開業を記念して、新幹線の線路や施設の建設に

伴い発掘されたレールの下に眠る遺跡の紹介を行いました。

中でも大坪遺跡では、今から 3000 年ほど前の勾玉や管玉が見

つかっています。緑色のあざやかな石で作られたアクセサリー

を身につけたのは、いったいどのような縄文人だったのでしょ

うか？

＊現在は、常設展示でご覧いただけます。

第 21 回「新発見！かごしまの遺跡 2008」

　毎年数多くの発掘調査が行われている鹿児島県。この企画

展は、県立埋蔵文化財センター発掘速報展と題して、前年度、

発掘調査が行われた遺跡と報告書が刊行された遺跡の最新情

報を紹介しています。この回では、県指定文化財に指定され

た耳取ビーナスなどの「耳取遺跡出土品」が展示されました。

　企画展では、普段みることのできない資料もたくさん紹介

されます。

展示の様子

　縄文時代から弥生時代、古墳時代までの古代人が身に

つけていたアクセサリーに焦点をあてそれらの起源や種

類を紹介。上野原遺跡や県内外各地のアクセサリーの類

似点や相違点も紹介しました。

　また、縄文の森では県外（佐賀県）より初めて、佐賀

県
ふたつかやま

二塚山遺跡のガラス製
すいしょくひん

垂飾品や
さくらのばば

桜馬場遺跡の
ゆうこうどうくしら

有鈎銅釧

などの重要文化財も紹介しました。中でも、佐賀県の東

名遺跡の鹿の骨に細工を施した「
ろっかくせいそうしん ぐ

鹿角製装身具」は、そ

の模様の細かさに目を奪われました。現代に生きる私た

ちにも身近なアクセサリーということで、大変好評を得

た企画展となりました。

桂野遺跡「バンザイ土偶（ヤッホー）」

笛吹市教育委員会蔵

水煙文土器　国指定重要文化財

釈迦堂遺跡博物館蔵

茅野遺跡「土製耳飾り」

国指定重要文化財

榛東村耳飾り館蔵

期日：11 月３日（土）

時間：13：30〜15：00

会場：縄文の森展示館１階

　　　多目的ルーム

講師：東京大学文学部教授

教授：設楽　博己 氏

*11 月３日文化の日は、利用

料金が無料です。

ph

十年間の縄文の森企画展
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特別企画展講演会

　　　開園 10 周年記念特別企画展

〜土器・土偶・耳飾りからのメッセージ〜

第２９回
「古代アクセサリー
の魅力」

第８回「レールの下の物語」

㉑

　高い芸術性と高度な製作技術を備えた土器、

土偶、耳飾りなどを縄文人がどのような思いで

製作したのか。縄文時代早期
こうよう

後葉の上野原遺跡

と縄文時代中期の
しゃ か どう

釈迦堂遺跡（山梨県）、縄文

時代後期〜晩期の
かや の

茅野遺跡（群馬県）の
しゅつど

出土資

料をもとに縄文時代に生きた人びとの豊かな心

とあふれる生命力に迫ります。

　更に
うしろだ

後田遺跡（山梨県）、
かつらの

桂野遺跡（山梨県）

の土偶や写真パネルも併せて紹介します。

後田遺跡「仮面土偶（レプリカ）」

韮崎市教育委員会蔵

㉓

th
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赤ラインのカメラ好き必須
見晴らし最高コース
弓張り橋を渡り、まつりの広場、オ
オガハスのある池に展望の丘を巡る
眺めの良いコース。
ぜひカメラを持って楽しんで歩いて
ください。
オオガハスは 6月から 7月にかけて
咲き、午前中がオススメです。

青色ラインの緑を満喫
森林浴コース
大きく園内を回るコース。森
林浴をしながらのんびり回る
にはちょうどいいコースです。

体験エリア
アラカシやヤマモモなどの照葉樹の森。約7，
500 年前の森を再現。ヤマモモなど森の食料
の豊かさを感じることの出来る森です。

まつりの広場
丸い広場は、園路に沿ってベンチもあり、の
んびりするにはもってこいの場所です。また、
大変広いので家族や友達とピクニック等も楽
しめます。

展望の丘
錦江湾と桜島の風景が素
敵な展望の丘。実は夕日も
おすすめなポイントです。

体験学習館
気軽に出来る縄文体験！い
ろいろなメニューをご用意
しております！お気軽に係
の者におたずねください。

池
体験エリア・見学エリアにそれぞれありま
す。また、鴨など水鳥の目撃例有り。ほか
にもカエルにとんぼ、めだか、初夏にはホ
タルも見られるようです。

黄色ラインの健康増進
体力作りコース
縄文の森の外周を回るコース。平坦かと思い
きや上りも下りもあるタフなコースです！
道路を歩くこともありますので車等には
十分気をつけください。

見学エリア　
コナラやクヌギ、クリなどの
落葉広葉樹の森。約 9，500
年前の森を再現。冬は葉が落
ち寂しくなります。春には新
緑が芽生え生命の息吹を感じ
ることの出来る森です。

展示館の展望台　
展示館 3Ｆの展望台。桜島から霧島連山まで
３６０度の大パノラマを見ることができます。

シンボルツリー　
大きなエノキ。
ウォーキングコースのスタート
とゴール地点の目印に。

復元集落　
現代とはまったく違う
お家。
この形がポイント！
中にも入ることができ
ますのでぜひどうぞ。

国指定史跡　
遺跡保存館もある草原のような国指定史
跡。晴れた日には爽やかな風が吹き、霧
島連山など眺めるのも素敵です。夕日も
綺麗でおすすめです。

弓張橋　
縄文の森を見学エリアと体験エリアに
分ける道路や風景が見られる弓張橋。

「縄文の森」の実は、○○なんですポイント

①． 実は 7月～ 8月は駐車場が 19時まで開放されています！ちなみに
1月 1日も駐車場開放していますので初日の出も見られたりします。

②． 実は縄文の森は、見学エリアと体験エリアでは植生が違います！
季節によっては全く違う森の一面が見られるかも。

③． 実は縄文の森内にはところどころに石で出来た目印があります。
これは様々な物の出てきた場所を表しています。ぜひ見つけてみ
てください。

❾

縄文の森みどころポイント ～のんびり癒ったり縄文の森～

縄文の森のみどころ施設やウォー
キングコースなどを紹介します！

エノキ〈展示館前シンボルツリー〉

エノキは本州、四国、九州、沖縄に分布する落
葉高木。山地や丘陵の適度に湿り気のある日当
たりのよい場所に自生し、庭木や公園樹などと
して植栽されています。果実の果肉は甘く、干
し柿に似た味がします。

オレンジ色ラインの拾ってみよう
ドングリコース
復元集落を通るこのコース。実はコースとなっている園路
沿いにはドングリの木がたくさん！拾うには秋ですがド
ングリには春に受粉してその年の秋に実る 1年成ドング
リと次の年の秋に実る 2年成ドングリの 2種類あります。
さがしてみてください。

　縄文の森ではさまざまな植物が見られますが、採集はご
遠慮いただいております。
　この環境が維持できるのもお客様のご協力のおかげです。
これからも暖かく見守っていただけますようお願いいたし
ます。

大賀蓮（オオガハス）〈７月頃体験エリア池〉
花言葉：清らかな心　等
弥生時代の地層から見つかった蓮で発芽・開花させた
博士の名字をとって大賀蓮といいます。

ドングリ〈秋頃園内中〉
園内には様々なドングリの木があります。
・アラカシ 丸い卵型から丸い樽型。常緑広葉樹。
・ウラジロガシ 卵型。常緑広葉樹。
・カシワ 球型。落葉広葉樹。
・イチイガシ  樽型から太い樽型。常緑広葉樹。ドング

リは、渋みがないので食用となります。
・マテバシイ 砲弾型。常緑広葉樹。
・クヌギ  樽型から球型にちかいボール形。落葉

広葉樹。
・ コナラ 細長い卵型。落葉広葉樹。

　だいたいの植生として、カシ・シイ類は体験エリア、クヌギ・
コナラ等は見学エリアにあり、様々な大きさや形があります。
ドングリの時期はぜひ比較・観察して見てみてください。

タブノキ
本州、四国、九州、沖縄に分布する常
緑高木。南の地域では山地にも自生し、
公園樹や庭木として植生されています。
クスノキに似ていますが、クスノキの
ような芳香はありません。

ユウスゲ
ラッパ状の美しい黄色い花です。

ムクロジ
本州茨城県・新潟県より南、四国、九州、
沖縄に分布する落葉高木。人家周辺や公園、
とくに神社に多く植栽されています。

ほかにも、園内には様々
な植物があります。
ゆっくりとご覧ください。

❽



上野原縄文の森ボランティアグループ
ボランティアグループどんぐり倶楽部では 1年を通して、様々な活
動を行っております。その活動の様子をご紹介いたします。

※縄文の森最大のイベン
ト『縄文の森	春・秋まつり』
でも大活躍しております。
なかでも食事ブースにお
いて出品されるどんぐり
粉を混ぜた「どんぐりうどん」は絶品です。ぜひご
賞味ください。

もちもち食感！！

霧島市立国分南中学校では、
平成11年 7月から生徒による
案内ボランティア活動を行っ
ています。今年度は、新しい
試みで、養成講座において実
地研修を行い、よりパワーアッ
プしたガイドを目指して頑
張っています。

　縄文の森について知
り、縄文の森を紹介し
たくて参加しました。
　笑顔でわかりやすい
ガイドを目指して頑張
ります。

　友人の勧めで参加し
ました。
　何事も積極的に取り
組むことをモットーに
はきはきとしたガイド
を目指します。

私たちがご案内いたします！
他にもたくさんの仲間が待っています。

（今年度は夏休み期間と秋まつ												
りで実施しました。）

鎌
かま

田
だ

愛
え

理
り

さん 恵
え

畑
ばた

颯
そう

太
た

さん 【実地研修の様子】

【遺跡保存館を案内している様子】

土・日・祝日は、復元集落にお
いて、「上野原遺跡」についての
ガイドを行っております。一期
一会の気持ちでお客さまとのふ
れあいを楽しんでおります。

霧島市立国分南中学校のボランティアガイド

○縄文の森ウォーキ
ング＆グルメを楽し
もう

○縄で作る正月リー
ス＆干し柿作り
○節分を楽しもう
○ふれあい体験（ア
ウトドア料理に挑戦）

○本格派そうめん流
し＆工作

○十五夜まつり
○ペットボトルロ
ケットを飛ばそう＆
竹に巻くパン作り

春 夏

秋 冬

　本校の生徒はボランティアガイドを通して自分たちの郷里に誇るべき歴史遺産があるこ
とを知りました。併せて他人に情報を伝えるために為すべきことは何かを学んでいます。
　これからの社会ではこれまで以上にプレゼンテーションやコミュニケーションなどの
情報伝達力が必要になります。この体験で学んだことが、これからの人生に大いに役立
つもとの信じています。

霧島市立国分南中学校長　兼	芳章	氏

❿



　縄文の森展示館 2階には、レストラン「フォレスタ」
があります。上野原縄文の森を訪れた方に楽しく食事
していただけるよう工夫して営業いたしております。

レストラン「フォレスタ」

平成 24 年度上半期実施事業のご紹介

TEL・FAX  （0995）46−3600

　店内は落ち着いた雰囲
気で、ゆったりとお食事
を楽しめます。

【フォレスタ一押しメニュー】
　店長おすすめの『縄文バー
ガー』はたっぷりの野菜の中
にジューシーでボリューム満
点の黒豚ハンバーガーが入っ
てます。

縄文の森で採れる素材を使って，
体験活動を行っています。６月
には草木染め，８月には薩摩焼
作りを行いました。
　感想：（草木染め）時間はかか
るが，布を開くとの楽しみが良
い。（薩摩焼）講師のご指導が丁
寧で，トークも楽しくて大満足
です。

毎年恒例，体験型のお祭りです。
様々なステージパフォーマンス
や火おこし大会，なりきり縄文
人レースなどを行いました。
　感想：親子で楽しめました♪

復元集落の竪穴住居に宿泊する
イベントで，縄文料理作りやき
もだめし大会，キャンプファイ
ヤーなどを行いました。
　感想：大満足でした。めった
にできない体験ができ，子供達
にも夏休みの良い思い出ができ
ました。

小学校高学年から中学生を対象
とした講座で，県立博物館の講
師をお迎えし，虫の灯火採集や
大昔のくらしについての講義等
を行いました。
　感想：（虫の灯火採集）を受け
て，昆虫の光に集まる特性及び
昆虫採集に興味をもち，成果が
ありました。

普段は教える立場の学校の先
生方が生徒になって，上野原
遺跡についての学習や縄文体
験を行ってもらいました。
　感想：子供達の体験活動の
経験が少ないと言われている
が，教える側も実際に体験し
なければ子供達に伝えること

　ができないことがあります。今日は自分自身が体験することがで
き，とても良い経験になりました。

希望があった県内の小・中学校
（一部地域を除く）で火おこし体
験やアクセサリー作りなど，出
張体験を行いました。
　感想：子どもたちも大満足の
活動となりました。早速，縄文
の森に行ったという子どももい
ました。

霧島国際音楽祭のアウトリーチ
コンサートとして縄文の森で演
奏会を開催しました。
　感想：音楽鑑賞施設とは違う
施設である縄文の森で聞く音色
は，また違った味わい深さがあ
りました。

一日縄文人体験 考古学講座

縄文の森春まつり 夏休み縄文キャンプ村

縄文の森不思議探検 先生のための考古学講座

おでかけ体験隊 ミュージアムコンサー
ト in 上野原縄文の森

上野原遺跡を中心に南九州の縄
文文化について解説する一般向
けの講座で，県立埋蔵文化財セ
ンターの先生を講師に迎え，２
回開催しました。
　感想：２回目の講座「縄文時
代の植と食」を受けて，植物の
こと，食生活のこと，楽しく勉

強することができました。家の近くにも勉強した植物が沢山あり，今
度じっくり見てみようと思いました。

⓫



H24年 10月〜H25年 3月のイベント情報

日　　曜日 申込 行　　事　　名 対　象 料　金

10
月

6 ～ 土～
開園 10 周年記念特別企画展（～ 12月 2日㈰まで）
　「縄文人の匠の技〜土器・土偶・耳飾りからのメッセージ」

13・14 土・日 開園 10 周年記念　縄文の森秋まつり　10：00～ 15：00 入場無料

20 土 ※
鹿児島の遺跡に学ぶ　第2回「自然と共に生きた南九州の人々」
　（場所：かごしま県民交流センター）

大人向け 無料

27 土 ※ 縄文の森不思議探検　第3回「縄文の森から星座を観察しよう」 小学5年生以上 無料

11
月

1 ～ 木 縄文の森ミニ企画室「文化財の紹介」（～ 11月 11日㈰まで） 無料

3 土
開園 10周年記念特別企画展講演会
　講師：東京大学文学部	教授　設楽　博己　氏

大人向け 無料

17 土 ※ 一日縄文人体験「縄文リース作り」 小学生以上 無料

24 土 ※ どんぐりイベント『ペットボトルロケットを飛ばそう＆竹に巻くパン作り』 どなたでも 300 円

未定 土 ※ 考古学講座　第 4回「遺跡を見学しよう」 大人向け 未定

12
月

8 土 ※ 一日縄文人体験「冬の祭り’ミニ門松作り」 小学生以上 無料

22 土 ※ どんぐりイベント「縄で作る正月リース＆干し柿作り」 どなたでも 300 円

22 ～ 土～ 第 35 回企画展「古代人の華麗な技」（～ 3月 31日㈰まで）

1
月

5 土 ※ 一日縄文人体験「天まで揚がる凧作りと凧揚げ大会」 小学生以上 無料

19 土
第 35回企画展講演会
　講師：文化庁主任文化財調査官　原田　昌幸	氏

大人向け 無料

26 土 ※ どんぐりイベント「節分を楽しもう（工作、恵方巻き作り、お菓子まき）」 どなたでも 300 円

2
月

2 土 ※ 考古学講座　第 5回「古代隼人の謎」 大人向け 100 円

16 土 ※ 一日縄文人体験「縄文料理を作ろう」 小学生以上 無料

23 土 ※
鹿児島の遺跡に学ぶ　第 3回「縄文時代の生活」
　（場所：かごしま県民交流センター）

大人向け 無料

3
月

1 金～ 縄文の森ミニ企画展「縄文の森 20景」（～ 3月 31日㈰まで） 無料

30 土 ※ どんぐりイベント「ふれあい体験（アウトドア料理に挑戦！）」 どなたでも 300 円

開園 10周年特別企画展 　「縄文人の匠の技〜土器・土偶・耳飾りからのメッセージ〜」
　　	　		第 35 回企画展 　「古代人の華麗な技」

⓬




