
世帯と人口 【3月1日現在】
※（　）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
389,720
（+32）

年齢別人口
14歳以下 15～64歳 65歳以上
84,846（-60） 493,226（-60） 163,185（+2）

総人口 741,257（-118）日本人 717,736（-252）外国人 23,521（+134）
男 358,529 男 347,332 男 11,197
女 382,728 女 370,404 女 12,324

休日急患診療所
※健康保険証が必要です。

▶受付時間：①平日20：00～22：30、土・日曜・祝休日18：00
～21：30②③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～11：30・
13：00～16：30・18：00～21：30④日曜・祝休日10：00～
11：30・13：00～16：30

小児科

歯科

内科・
小児科

①練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所（区役所東庁舎3階）☎3993-9956

どどきき！！土土器器！！ わわくくわわくく！！ねねりりままのの文文化化財財
どど きき

伝統文化係職員の“推し”文化財を紹介！
北新井遺跡（豊玉北2丁目）
出土の縄文土器

　3月29日㈮～6月23日㈰に新規登録文化財・北新井遺跡の
縄文土器を展示するほか、常設展示室では、土器や練馬大根の
資料など区の歴史や人々の生活の様子などを紹介しています。

　見学できる区内の
指定・登録文化財約
70カ所や、川越街道や
ふじ大

おお

山
やま

道
みち

などの旧道
を紹介した地図です。
▶配布時期：4月下旬
▶配布場所：ねりま・
石神井観光案内所、石
神井公園ふるさと文化
館、区民情報ひろば（区
役所西庁舎10階）、文
化・生涯学習課（同本
庁舎8階）

　城北中央公園にある栗原遺跡は、昭和30・31
年に発掘調査が行われ、弥生時代や奈良時代な
どの住居跡が18軒見つかりました。現在は、屋
根を復元した奈良時代の住居跡を見ることがで
きます。

問合せ 伝統文化係☎5984-2442

栗原遺跡 （氷川台1-7）

　定住して生活していた証拠として貝塚があり
ますが、練馬区は海から遠いため貝塚は見つかっ
ていません。しかし、縄文時代中期の住居跡が
多く発見され、区内で一番住居跡の多い扇

おうぎ

山
やま

遺跡
(石神井台4-10など)では、60軒近くの住居跡が
見つかりました。木の実などの食べ物が多くあ
り、人々が定住していたことが分かります。

池
いけ

淵
ぶち

遺跡は発掘調査後、埋め戻して池淵史跡公
園（石神井町5-13）として整備されました。公園内
には竪穴住居跡の目印があります。また、春日小
にある尾

お

崎
さき

遺跡は、小学校が建設される時に遺跡
の発掘調査をしま
した。縄文時代の住
居跡は見つかってい
ませんが、縄文時代
早期（9,000年前）の
土器などが出土しま
した。

　区内にある106カ所の遺跡のうち、93カ所が
縄文時代の遺跡です。遺跡は川の近くにあるため、
練馬区内に流れている白子川や石神井川、江古田川
の上・中流域
には、縄文時
代の遺跡が多
くあります。

縄文時代の遺跡はなんと93カ所！ 足元にも遺跡があるかも！ 練馬区には貝塚がない！？

石神井公園ふるさと文化館 練馬区文化財あんない

　縄文時代中期（5,000～4,000年前）の竪
たて

穴
あな

住
じゅう

居
きょ

跡
あと

から出土した
土器です。昭和11年に、著名な考古学者の山

やまのうち

内清
すが

男
お

の指導のもと、
当時の武蔵高等学校の生徒が発掘調査をしました。近年、この調査
の資料が公表され、調査内容が明らかになりました。

由来
千葉県千葉市加曽利貝塚Ｅ地点の土器と
同じ特徴があるから

模様
縄目模様の上に粘土ひもを貼り付けたり、
棒状の道具で描いたりした、渦巻きや弧など

加
か

曽
そ

利
り

Ｅ式土器

由来
千葉県香取市阿玉台貝塚の土器と同じ
特徴があるから

模様
粘土ひもを貼り付けたり、棒状の道具で
描いたりした、楕

だ

円
えん

など

阿
あ

玉
たま

台
だい

式土器

由来
神奈川県相模原市勝坂遺跡の土器と同じ
特徴があるから

模様
粘土ひもを貼り付けたり、棒状の道具で
描いたりした、渦巻きや三角形など

勝
かつ

坂
さか

式土器

北新井遺跡出土の土偶と土器を
モチーフにしたキャラクターが文化財にまつわる

エピソードなどを紹介します！

新規登録文化財

池淵遺跡の住居跡

村上さん

　北町観音堂にある観
音像です。江戸時代に造
られたとされる区内最大
の石仏で、台座を含めた
高さは2.7mもあります。
このような像は人々が集
まる場所に造られました。

奥野さん

北町聖
しょう

観音座像 （北町2-38）

村村村村練馬区で屋根を復
元した竪穴住居が
見られるのはここ
だけ！昔の人の生活
が想像できます！

三宝寺池沼
しょう

沢
たく

植物群落
（石神井台1-26など）

　昭和10年に国の天然記念物に指定された、石神
井公園・三宝寺池中の島（浮島）には、カキツバタ
やミツガシワ、コウホネなどの
貴重な植物が今も多くあります。

カキツバタなど四季
折々の花が楽しめま
す！文化財はあなたの
身近にもありますよ。
探してみてくださいね！

都築さん粘土に
金雲母を
混ぜているので
キラキラしている

初めて見た人は大き
さにきっと驚くはず！
川越街道の宿場町と
して発展した歴史が
感じられます！

口の部分に大きな取っ手が
付いている 深い鉢が多い

模様のない浅い鉢もある

模様がパターン化
されている

勝坂式土器のパズ
ルに

チャレンジしよう！

リニューアル！

どきどき！！わくわく！！
ポイントポイント 2

どきどき！！わくわく！！
ポイントポイント 1

ねりま縄文ニュース縄文時代にタイムスリップ！

中村橋遺跡の発掘調査の様子　令和元年

周辺地域とモノの交換
などを通して人々 が交流を
していたからだよ！
車もないのに昔の人は
すごいね！わくわく！

発掘調査の事例が少なかった時期に
出土した、貴重な土器だよ！練馬区で
出土した土器が日本の考古学の発展に
大きく役立ったんだ！どきどきするね！

山内清男博士（明治35～昭和45年）は、
縄文時代の年代区分（草

そう

創
そう

期・早期・前期・
中期・後期・晩期）の基礎を作ったり、
縄文土器の模様が縄で付けられていることを

発見したりした、すごい人だよ！

なぜ神奈川県や千葉県の遺跡と同じ特徴の土器が練馬区で見つかったの？
どきどき！！わくわく！！
ポイントポイント 3 文化財とは日本の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、守られてきた貴重な財産の

ことだよ。当時の生活や文化を知る手がかりになるので、大切に守っているよ！

そもそも文化財ってなあに？どうして保護するの？

貝塚は貝殻などの
ゴミ捨て場などとして
利用された場所だよ！

もっと文化財に詳しくなろう！

コウホネ▶

◀ミツガシワ

▲カキツバタ

国指定
天然記念物

区指定
文化財

区登録
史跡

大きさに
びっくり！

わくちゃん

どきちゃん

春休み特別企画

石神井図書館
旧内田家住宅

石神井中石神井中

石神井公園
ふるさと
文化館分室

石神井公園
ふるさと
文化館分室

石神井庁舎
富士街

道

旧早稲田通り 石神井川

石神井公園石神井公園

石神井公園駅

西武池袋線

※駐車場はありません。

▶開館時間：午前9時～午後6時
▶休館日：月曜（月曜が祝休日の場合は、その翌日）
▶交通：石神井公園駅下車中央口徒歩15分

石神井公園ふるさと文化館学芸員
平沼さん

3/29㈮～6/23㈰に展示
する阿玉台式土器のキラ
キラした様子などは、実物
を見ないと分かりません！
ぜひ見に来てくださいね！

復元イメージ

●  遺跡
昔の人の生活の跡が残されている
土地のことだよ

●  土器
粘土を焼いて作り、鍋など
として使われたよ

※調理のイメージ。

石神井公園
ふるさと文化館
（石神井町5-12-16）

入館無料

縄文ミニ辞典

常設展示室常設展示室

出土した土器は
石神井公園ふるさと文化館で

見られるよ！
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