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自然のもの、人の手によるものを問わず、そこに

あればついのぞいてみたくなる「あな＝穴／

孔／hole……」。それは人間の好奇心のあら

われと言えるでしょう。本来、ミュージアムは「な

にかを集める場所」ですが、その反対、「からっ

ぽ＝あな」がもたらすものは、かつてなにかがあっ

た過去の痕跡、これからなにかを入れる未来

の予感、それをあけた自然や技術への興味で

あり、それにこたえることもまたミュージアムの役

割ではないでしょうか。そこで、この本では、「あな」

をテーマに、このまちにまつわる「あな」、身近

にある「あな」、あるいは、見えない「あな」

に入り込んでみます。
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海
かい

獣
じゅう

たちの鼻の穴、どれがだれ？

一見ひとつの穴に見えますが、中を覗くと、
私たち人間と同じようにふたつの穴があるこ
とが分かります。水中に潜る時は上にある蓋
を閉じて中に水が入らないようにし、息継ぎ
をする時だけ蓋が開いて呼吸をします。

クイズの答え　1-C オタリア、2-A バンドウイルカ、3-D ゴマフアザラシ、4-B フンボルトペンギン

オタリアなどの アシカの仲間は、鼻
の穴・目・耳が一直線に並んでいます。これに
よって水面ギリギリから嗅覚・視覚・聴覚をフル
に使って周囲の様子を探ることができます。ちな
みに、アザラシも同じですが耳の位置が少しわ
かりにくいかもしれません。

ペンギンは海で暮らしているので、体の中の余
計な塩分を濃縮された塩水として排出する器官
があります。この塩

えん

類
るい

線
せん

という器官は鼻の穴に
つながっていて、塩水はそこから排出されます。
鼻水をたらしてるわけではありませんよ。

水中生活をする動物はほとんどそうですが、
アザラシも鼻の穴を閉じることができます。ア
ザラシが息継ぎをするために水面に上がって
きたときはその開閉の様子を観察するチャン
ス。アシカの鼻の穴と大きさを比べてみるのも
いいかもしれません。

1 2 3 4

仙台うみの杜水族館でいろいろないきものの鼻を観察しよう！

Aバンドウイルカ

B
フ
ン
ボ
ル
ト
ペ
ン
ギ
ン

Cオタ
リア

Dゴマフアザラ
シ

海獣とは海に住むほ乳類のこと（ペンギンは鳥類）。
海で生きるため鼻に工夫があります。
上にある鼻の写真と下の海獣たちとをつないでみましょう。

すべての写真＝仙台うみの杜水族館

穴のカタチ
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水の中では鼻の穴をピッタリ閉
じていて、耳も体に付くように
閉じています。ブラジル、アルゼ
ンチンなどの南アメリカに生息
しています。

カピバラ

鼻の穴を自由に閉じることが
でき、水の中に数分間潜るこ
ともできます。サハラ砂漠以
南のアフリカに生息しています。

カバ

一見閉じていないようですが、鼻孔
は筋肉におおわれていて実はピッタ
リ閉じます。水面からほとんど顔を
出さずに周囲の様子をうかがい、獲
物に気づかれず近づきます。中央・
南アメリカに生息しています。

ワニ（メガネカイマン）

水面に並ぶ目と耳、そして、鼻の穴
八木山動物公園フジサキの杜で観察してみよう!

ここに登場した3種類の動物たちの共通点は、水辺に生息し、
水中生活に適応していること。水中にいても外の情報を得るため、
感覚器官（目・耳・鼻）は顔の上部に集中しています。目・耳・鼻

び
孔
こう

が一直線に並んで
位置しているので、顔を少しだけ水面から出すだけで周囲の様子を
確認することができます。鼻孔は水の中では閉じ、鼻の中に水が入るのを防ぎます。

すべての写真＝八木山動物公園フジサキの杜

穴のカタチ
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きっぷとパンチ穴（鋏こん）の話

近頃は交通系ICカード1枚あればたいがいの電

車やバスに乗れる便利な世の中になりましたが、

その昔、鉄道では「硬
こうけん

券」という精巧な地
じ

紋
もん

が印刷された厚紙のきっぷが使わ

れました。改札を通る時には

駅員さんがきっぷを確認

してパンチ（改札鋏）で切込

みを入れました。このパンチ

穴（鋏こん）は縦横5ミリほどの大

きさでさまざまな形があり、駅ごとに形が

決まっていて、車掌さんや駅員さんは不正なきっ

ぷを瞬時に見分けました。この形は、たとえば旧

国鉄の東京鉄道管理局内で47種、東京の私鉄・

小田急線では全駅分69種あったとか。すべて覚

えている鉄道員の記憶力に脱帽です。

改札鋏は今ではめっきり使われませ

んが一部のローカル線に残っています。

東北大学史料館には、日本で3番目の大学として1907年に東北大学が

創設されて以来の公文書が1万点以上アーカイブされています。これらの

近代から現代にかけての公文書は、年度ごと、あるいは、プロジェクト

ごとにまとめて保存されてきました。近代においては綴じ紐で冊子の形

にまとめられ、現代ではドッチファイルなどにファイリングされるようになっ

ています。これらの公文書を注意深く見ていくと、それぞれの時代ごと、

あるいは部署ごとに綴じ方、穴の開け方に特徴があることがみえてきます。

硬
券
き
っ
ぷ
と
仙
台
駅
で

使
わ
れ
て
い
た
改
札
鋏
︒

　

※
き
っ
ぷ
は
使
用
済
み
の

　
　
　
　

旧
き
っ
ぷ
で
す
︒

こんなきっぷを使ったことがある人はいるかな？

きょう

昭
和
30
年
頃︵
１
９
５
５
年
頃
︶の
仙
台
駅
改
札

写
真
=
佐
藤
昭
八
郎  

所
蔵
=
N
P
O
20
世
紀
ア
ー
カ
イ
ブ
仙
台

仙台駅

北仙台駅

岩沼駅

山寺駅

福島駅

山形駅

東仙台駅

公
文
書
を
綴
じ
る
穴

書類綴　明治四十四年
東北帝国大学創立初期の公文書。紙
の表紙・裏表紙があるが、背表紙はない。
綴じ方は二つ目綴、中の文書すべてが
2-3枚ごとにとじられ、表紙にタイトル。

国有財産増減及び現在額計算書
添付証拠書類図面   昭和二十七年度
新制大学となった頃の公文書。背表紙は
なく、紙の表紙・裏表紙で書類がまとめ
られている。三つ目綴で表紙にタイトル。

任免　大正十三年度自一月至七月
職員任用に関する公文書。紙の表紙・
裏表紙があるが、背表紙はない。上下
2か所に二つ目綴。中の文書が2-3枚
ごとに綴られ、表紙、底にタイトル。

医学部教授会議事録   自昭和三十八
年九月至昭和四十年一月
紙の表紙・裏表紙を五つ目綴で綴じ
てある。ちなみに、背側にも通番と年
代に関する記号が記載。

受入命令綴　昭和二年度洋甲
購入した本の受入命令書の綴。紙の
表紙・裏表紙があるものの、背表紙は
ない。四つ目綴で表紙にタイトル。

教育学部教授会議事要録  平成二年
平成年間に入ってからの公文書。もう
今時のドッチファイル。中の文書は二つ
穴で鉄のバインダーで綴じる形。ちな
みに、タイトルは表紙ではなく背表紙に。

身の回りのファイルはどう綴じられているかな？
きっぷ・鋏こんとも　所蔵＝東北福祉大学・鉄道交流ステーション所蔵＝東北大学史料館

穴のカタチ
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魚類の習性を利用した漁
ぎ ょ

撈
ろ う

の穴

ドウの内部は、カエシによって1度入ると
出られないような構造になっています。仙台簞笥（明治初期）

すべての写真　所蔵＝仙台市歴史民俗資料館

大ひきだしの鍵座金具

魚類の習性を利用して捕獲する仕掛の

ことを筌
うけ

といい、仙台地方ではド

ウと呼ばれています。素材を

簀
す の こ

子状に編んで円筒形にま

とめ、使用する際には尻部

を縛って閉じ、川や水田な

どの水中に沈めておきます。

口部には中に入った獲物が

逃げないように、漏
ろ う と

斗状に編

んだカエシがついています。

仙台簞笥は、幕末から明治初年以降に原

型が成立しました。簞笥の鍵穴の部分を

覆う金具は鍵座金具といい、装飾金具の

中心となる金具です。明治前期に作られ

たこの仙台簞笥は、文明開化の時代を反

映し、大ひきだしの鍵座金具にシルクハッ

トと洋傘があしらわれています。

うまく穴に入るかな？

 ドジョウドウ（長さ約61㎝、直径最大約16㎝）

ナマズドウ（長さ約121㎝、直径最大約36㎝）

このような形状の鍵が
用いられていました

鍵穴

鍵穴

仙
せ ん

台
だ い

簞
だ ん

笥
す

の鍵穴と鍵
か ぎ

座
ざ

金具

ウナギドウを覗いた様子。奥にカエシが見えています。

 ウナギドウ（長さ約92㎝、直径最大約26㎝）

このような形状の鍵が
用いられていました

いまでは見かけることも少なくなった郷土の道具。
人の手をかけ、工夫を凝らし、
美しいデザインをまとった穴が見られます。

仙台市歴史民俗資料館に実物が展示されているよ

魚が入る方向 カエシ 仕掛ける際は先を
閉じておく

川を上る魚を捕る場合には口を川下に、下りる魚に対しては口を川上に向けて仕掛けるよ

穴のカタチ
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言葉では知っていても、図鑑や 映画でしか見たことがなかった

いうもの。ブラックホール（黒い穴）という名前ですが、実は空間に

ブラックホール。その姿が世 界各地の電波望遠鏡の力を合わ

穴が開いているわけではありません。天体の仲間なのです。しかし、

せて撮影され、2019年にはじめて私たちの目に見える形で発表

普通の天体ではありません。重力が非常に強いため、近づいた

されました。ただし、ブラックホールそのものではなく、周りの光に

よって浮かび上がった中心の影（ブラックホールシャドウ）をとらえたと

物体はグルグルと回りながら吸い込まれてしまいます。その様子は

仙台市天文台の展示室にある『重力の井戸』で体験できます。

展示＝仙台市天文台

　
　

↖
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
画
像　

C
redit: EH

T C
ollaboration　

　

↖

くわしくは「SMMAミュージアムトークテラス・ラジオ」（Podcast）を聞いてみよう!

ブラックホールは穴？穴、穴、穴 ……な風景

仙台市太白区向山にある愛宕山。その北側の岩壁を眺めてみると、
なにやらポツポツと穴が空いています。実はこれ、

つくられた時代も目的も違う穴たちなのです。

凝灰岩などの柔らかい地層につくられた愛

宕山横穴墓群は、愛宕山の北斜面と東部

南斜面を中心に拡がっています。7-8 世紀

に造られ、横穴墓群全体で100 基を超す

と考えられています。戦中は防空壕に使わ

れたり、戦後には民家の物置に使われたり

急速な宅地開発で壊されたものも多く、今

でも見ることができる場所は希少です。

100 年ほど前に建設された発電所の跡。

追廻に取水口があり、竜の口沢南から5つ

の横坑を持つ導水トンネルが延びています。

動いていたのはわずか13年間。太平洋戦

争中は東北帝国大学の研究施設として使

用されたという噂があり、戦後の一時期は

もやし工場として使われていました。1991年

に東北工業大学が測量、2017年より三原

征郎氏が調査を進めています。

愛宕山横穴墓群旧仙台愛宕下水力発電所跡

すべての写真＝せんだいメディアテーク
参考：『旧仙台愛宕下発電所——概要と現状・簡
略版』（仙台愛宕下発電所研究会／2019年）

旧仙台愛宕下水力発電所跡は封鎖されているけれど、見学会をしているよ

穴のカタチ
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いがらしみきお　1955年、宮城県加美郡中新
田町（現・加美町）生まれ。仙台市在住。1979年
に漫画家デビューし、1986年、雑誌『まんがラ
イフ』（竹書房）に「ぼのぼの」を連載開始。幅広
いジャンルの作品を手がけ、文化庁メディア芸
術祭マンガ部門優秀賞など数 の々賞を受賞。

『ぼのぼの』44巻
著＝いがらしみきお

（竹書房刊）

穴 か ら 出 て
来 る 黒 い も の

仙台市在住の漫画家・いがらしみきおの大

人気ギャグ漫画『ぼのぼの』から「穴から

出て来る黒いものの巻」（44巻所収）をご紹

介します。主人公の青いラッコ・ぼのぼの

は、友達のシマリスくんから「夜になると

なにか黒いものが出てくる」という穴の話

を聞き、昼間シマリスくんと一緒にその穴

を見に行きます。穴をのぞいたり、入った

りするも、正体は分からず。夜、勇気を出

して穴を見に行くと……。

穴をめぐって悩むぼのぼのたちの様子には

癒されますが、謎につつまれた「穴」と「黒

いもの」にはほんのりと怖さがあり、読後

に不安が残ります。作者によれば、「『ぼの

ぼの』でホラーをやっていないな」と思っ

たのがこの話を描くきっかけだったとか。

ちなみに、今や35年間愛され続けている「ぼ

のぼの」の第1回目を描いたときのことを、

作者は「自分の前に新しい穴が開いたよう

な気がした」と振り返っています。

この作品は仙台文学館で読むことができるよ

この穴どうしてどうやって

穴
が
開
い
て
い
る
の
は
わ
か
る
け
ど

こ
の
穴
︑ど
う
し
て
開
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

あ
の
穴
︑ど
う
や
っ
て
開
け
た
の
だ
ろ
う
？

ちょっと一息 1
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土器や石器に開いた孔
あな

頸
くび

の部分が二段に装飾された古墳時代初

め頃の土
は じ き

師器の壺です。この壺は古

墳の葬
そうそう

送儀
ぎ

礼
れい

で使われました。一見、

普通の壺ですが、底に孔があいていま

す。どうして孔があいているのでしょう？　

精霊や魂が壺の中に閉じ込められないように

とか、黄泉の国では壺に液体を入れないとか、

お供えした壺が持ち去られないよう使え

ないようにしたとか、いろいろな意見が

あります。孔のあいた壺の謎はふさが

るどころか深まるばかりです。

底
て い

部
ぶ

穿
せ ん こ う

孔二
に

重
じゅう

口
こ う え ん つ ぼ

縁壺
土器を補修した孔

 あな 

どうして孔があいているのか、だれかと話し合ってみよう！

壺の底面の孔

土器を補修した孔

宮城県加美町の熊野堂遺跡出土
所蔵＝東北学院大学

古代の遺跡から出てきた品々について
あれこれ考えてみるのは楽しいもの。
当時を想像しながらのぞいて
みると……。

「孔」と「穴」の違いはそんなにありませんが、「孔」はどちらかというと何かを通すための小さな穴を指します。

仙台市山田上ノ台遺跡から出土した縄文土器 
所蔵＝仙台市教育委員会

展示＝仙台市縄文の森広場

仙台市山田上ノ台遺跡から出土した縄文土器 
所蔵＝仙台市教育委員会

展示＝仙台市縄文の森広場

遺跡からは孔のあいた縄文土器が

稀に出土します。その多くは孔が

２個一対で、孔と孔の間にはヒビ

が入っています。孔の表面をよく観

察すると、土器を焼き上げた後に開けら

れていたこともわかります。

このような状況から推測すると、壊れてヒビ

が入った際に、ふたつの孔を開けて、植物のツ

ルなどで縛って補修した孔だということがわか

ります。縄文人は物を大切にしていたんですね。

この穴どうしてどうやって
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油
脂

状付着物のある剥
片

↑

↑

割れたハンマーストーン

石
核（せっかく）

剥片（はくへん）

使
用
痕
の
あ
る
剥
片

石庖丁は、主に弥生時代の人たちが稲穂を刈り取るために使って

いた道具です。作業しやすいように、孔に通した紐を手にかけ

て使っていました。さて、この孔いったいどうやって開けた

のでしょうか？ヒントは、その形です。よく観察してみ

るとすり鉢状になっているので、先端にかけて少しづ

つ細くなっている道具を使ったことが分かり

ます。旧石器時代から錐
きり

の形をした石器

が使われていたようなので、この

ような道具を使って孔を開

けたと考えられています。

石
い し

庖
ぼ う

丁
ちょう

の孔
あな

はどう開けた？

勾
まがたま

玉などの装飾品には紐を通すための孔があいてい

ますが、とてもかたい石を素材にしていることがあります。

翡翠もかたい石のひとつです。さて、そんなかたい石

にどうやって孔を開けたのでしょうか？今回もヒントは

孔の形にあります。作りかけの

翡翠製品の孔を観察してみ

ると、孔の底に突起が残っ

ていました。このことから、

中が空洞のパイプ状のもの

を使って孔を開けていたと考

えられます。

かたい石に孔を開ける時、よりか
たい鉱物を含んだ砂などを研磨剤

として使いながら、少しづつ孔を

開けていたようです。当時の人が
手に入れることができるパイプ状

のものを考えてみ

ると、竹や鳥の骨な

どがあります。

パイプ状の道具を使った
孔の開け方

翡
ひ

翠
すい

の孔はどう開けた？

仙台市縄文の森広場では、柔らかい滑石を使った勾玉づくりを体験できるよ

仙台市富沢遺跡から出土した石庖丁（弥生時代）
所蔵＝仙台市教育委員会

仙台市山田上ノ台遺跡から出土した石錐（縄文時代）
所蔵＝仙台市教育委員会

石器が入った謎のちいさな穴

地底の森ミュージアムで保存・公開

している富沢遺跡では、旧石器人がた

き火をした跡が残されています。その

たき火跡の近くからちいさな穴が見

つかりました。穴の中には、６点の石

器が入っていましたが、丁寧に加工さ

れた石器などは含まれていませんで

した。他の遺跡で、このような穴が発

掘された事例はほとんどなく、この穴

が掘られた目的は、まだ謎のままです。

こっそり埋めて、次に来た時に  使おうと思っていたんじゃない？

狩りがうまくいくように   おまじないを
  していたんだと思う

　穴の中に

石を入れる遊びを

　　　していた

仙台市大野田遺跡から出土した翡翠製装飾品（縄文時代）の
製作途中の孔　所蔵＝仙台市教育委員会

穴に入っていた6点の石器 →
所蔵＝仙台市教育委員会

展示＝地底の森ミュージアム

※コメントは展示を見た
小学生の想像です

何のための穴なのか考えてみよう！

たき火跡

謎の穴

ま
た
来
る
時
の
た
め
の

  

目
印
に
し
た
ん
だ
よ

のものを考えてみのものを考えてみ

ると、竹や鳥の骨なると、竹や鳥の骨な

この穴どうしてどうやって
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地
面
に
開
い
た
大
き
な
穴
が　
　
　

平
塚
幸
人
（
地
底
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

↓

発
掘
調
査
中（
１
９
８
９
年
）の
富
沢
遺
跡（
現
地
説
明
会
）　

写
真
=
仙
台
市
教
育
委
員
会

コ  

ラ  

ム

　 「地底旅行」「地底湖」「地底人」。どこか神秘的雰囲気が漂う「地
底」という言葉には、「土の中の深いところ」という意味があるそ
うです。地面のずっと下を進む時、あるいは地面に掘った穴の中、
でみつけ出合ったものを「地底○○」と呼ぶようです。
　インターネット上の地図サービスで仙台市太白区長町南４丁
目を表示してください（地図よりも航空写真の方が分かりやすいと思います）。
灰色の楕円形がありませんか？四角形のマンション・ビル・住
宅が密集する中にある楕円形、それが富沢遺跡の上に建つ当館
です。この建物に床はありません（地面に筒を突き刺したイメージです）。
そして建物の壁（筒）は、地下およそ20mまで打ち込まれていま
す。屋根がフタ代わりとなって中はみえませんが、フタを外すと
そこは地下。地底に至るノゾキ穴です。
　最初にこのノゾキ穴を開けたのは1987‒ 88年。仙台市営地下
鉄南北線が開通すると大勢の人々が暮らすだろうと、長町南に
小学校を建てることになりました。小学校を建てる場所にはど
んな歴史があったのか、を調べるために行った発掘調査がノゾ
キ穴の正体です。
　地面を少しずつ掘り下げます。まず現れたのは昭和時代の田ん
ぼ跡です。その地下から江戸、より下は鎌倉、その下に平安、そ
のまた下が古墳、さらに下で弥生と、各時代の田んぼ跡がつぎつ
ぎみつかり、50‒ 2,000年ほど前まで盛んに米づくりを行ってい
た歴史が分かりました。
　校舎や体育館を建てる辺りをもっと下へ掘り進めると縄文時
代の穴、もっともっとと掘り下げて、地下５mでみつけたのが「地
底木」「地底虫」です。ちょっと神秘的。「地底フン」「地底炭」「地
底石器」もみつかりました。
　ノゾキ穴からみつかったこれらは、2万年もの歳月を超えて残っ
ていた宝物です。 「地底木」「地底虫」「地底フン」は現在と大き
く異なる2万年前の環境を、「地底炭」「地底石器」は私たちとは
全く違った2万年前の人々の生活スタイルを教えてくれます。ど
んな環境と暮らしだったのか、神秘的雰囲気漂う「地底の森ミュー
ジアム」で、ぜひご覧ください。

地底炭（炭化物）

所
蔵
=
仙
台
市
教
育
委
員
会

地底石器（ナイフ形石器）

地底フン（シカのフン）

↑

地
底
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
アム
外
観　

写
真
=
地
底
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
アム
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模
様
を
創
る
型
紙
の
穴

芹沢銈介は、着物やのれんから、うちわ、カレンダーまで幅広く制

作しました。その作品は「型
かた

絵
え

染
ぞめ

」といって、型紙を用いる技法です。

芹沢が制作した型紙はなんと1万枚以上！生涯にわたりぼう大な数

の模様を創った人物です。型紙は作品にとって模様の要
かなめ

となるもの。

染めあがりを思い浮かべながら、下絵をもとに、小刀で彫り抜いて

いきます。この「穴」こそ、変幻自在な模様を生み出す大切な役目を

果たしています。

一枚の型紙をくり返して糊置きすると連続模様ができるね

撮影＝牧 直視

「竹に小梅文裂
きれ

」紬地　1953年頃制作

2点とも所蔵＝東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館

型紙「竹
たけ

に小
こ

梅
うめ

文
もん

」

和紙を貼り合わせて丈夫にした紙（渋

紙）の表面に下絵（図案）を貼り付け、小刀
で下絵と一緒に彫り抜く　　

糊がついていない部分に、刷
は け

毛で染料を
丁寧にすり込む　

染める布に型紙を置き、その上から防
ぼう

染
せん

糊
のり

（もち米・石灰・米ぬかを材料にしたもの）

を使ってヘラで均一にのせる　

布をよく乾燥させて色止めをし、水に浸
ひた

す。糊がふやけてきたら、水中で余分な
染料と一緒に洗い流す

型
かた

彫
ほ

り

色
いろ

差
さ

し

糊
のり

置
お

き

水
みず

元
もと

型
かた

絵
え

染
ぞめ

のおもな工程

芹沢銈介（せりざわけいすけ）
1895–1984年 
染色家・「型絵染」の人間国宝

型紙を切り抜くことを「彫る」といいます

糊は色が染まらないように防ぐ役目が
あります

配色を考えながら、染める作業です

糊や余分な染料を落とします

この穴どうしてどうやって

2322



 展覧会『螺旋海岸』（主催•会場＝せんだいメディアテーク／2012年11月7日–2013年1月14日） 写真集『螺旋海岸｜album』（発行＝赤々舎／2013年）

「
螺
旋
海
岸
28
」 

志
賀
理
江
子
『
螺
旋
海
岸
』よ
り　



仙台国際センター

地下鉄東西線

仙台市博物館

広
瀬
川

西公園

大橋

東北地方を代表する戦国武将・伊達政宗。エピソードに事欠

かない政宗ですが、なかには真偽があやしいものもあります。

そのひとつが「政宗の本物の花押（図案化されたサイン）には

穴が開けてある」というものです。江戸時代に記さ

れた読み物によると、おおよそ次のような話。

しかし、現在残っている政宗の手紙には、花押に穴

が開いているものはありません。400年以上前の有

名人だけに、ほかのエピソードについても検証する

必要がありそうです。

広
瀬
川
の“
穴
”︵
大
橋
︶

大橋の北側・仙台国際センター側の歩道から広瀬川をのぞいてみましょう。川

底にいくつかの大きな穴が開いているのが見えます。一見何の変哲もない穴に

見えますが、これは何でしょう？実は、かつて大橋の橋脚を立てた穴の跡なので

す。江戸時代の大橋は現在よりやや北側、まさにこの穴の位置に橋が架けられ

ていましたが、1889年（明治22年）の洪水で流されてしまいました。現在の場所

に鉄橋の大橋が架けられたのは1892年（明治25年）のことで、それは絵ハガキ

にも描かれ、新たな仙台名所のひとつとなりました。この時、大橋の先から曲がっ

て仙台城大手門に向かっていた道も、現在のまっすぐな道に改められました。

普段は何気なく大橋を渡っているみなさんも、たまには立ち止まって“歴史の穴”

をのぞいてみませんか？ただし、冬場は川風が冷たいので、くれぐれも風邪など

ひかぬようご注意を。

伊
達
政
宗
の
花か

押お
う

に
穴
は
あ
る
？

「鶺鴒の花押」が使われた政宗の手紙　所蔵＝仙台市博物館
※伊達政宗自筆書状、一揆勃発前の天正18年（１５９０年）７月　

政宗の裏切り疑惑が持ち上がって
いるころの「鶺鴒の花押」。伊達家
の外にいる人向けに使われたもの　
同時期に使われていた、伊達家の
中にいる人向けの花押 
※『仙台市史 資料編10 伊達政宗文書１』より転載

明治時代前期の大橋、奥には大手門が見える
所蔵＝仙台市博物館

政宗は、手紙の相手が伊達家の中にいる人か外にいる人かで花押の書き方を変えていたよ

天正18年（1590年）、豊臣秀吉の命で政宗が近隣

地域の侍たちの一揆を鎮圧していた際、秀吉への

裏切りを示す手紙が出てきた。そこで政宗は、死

装束で秀吉のもとへ向かい「私の鶺
せき
鴒
れい
（尾が長く水

辺などにすむ小鳥）の花押には目（小さな穴）があるが、

この手紙には穴がないのでニセモノである」と言

い放って疑惑を解いた……。

上＝

下＝

この穴どうしてどうやって
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風ふ
う

穴け
つ

に
育
つ
植
物
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
か

　風穴とは、岩が積み重なった場所の隙間から風（夏

には冷風）が出てくるような場所を言います。古く
からその存在は知られていて、とくに養蚕が盛ん
な時期には、蚕の卵を貯蔵するための天然の冷蔵
庫として、日本中で広く利用されてきました。仙
台市内でも、秋保地区や泉ヶ岳周辺にその存在が
知られています。
　風穴から出てくる冷風は大変に冷たいので、そ
の周囲は夏でも非常に気温が低く保たれます。ただ、
そのような冷たい環境はそれほど広い範囲に及ぶ
ことはなく、その周囲は通常と変わらない環境に
なっています。風穴の周りは夏でもとても温度が
低いので、本来はもっと高い山やもっと北の地域
に分布する植物が生育しています。このような風
穴に特異的にみられる植物は、なぜそこに生えて
いるのでしょうか。
　ひとつには、日本がもっと寒かった時代（氷河期）に北方から
分布を広げた植物が、その後の気温上昇に伴って北へ退却して
いった際に、風穴に取り残された可能性があります。もうひと
つは、高山や北海道などから種子や胞子が運ばれてきて、偶然、
そこに居着いた可能性もあります。そのどちらが正しいのかを
検討するために、私達は植物の遺伝子の解析を行いました。現
在までに解析したいくつかの植物では、氷河期の生き残りでは
ないかと思われる結果になりました。ただ、風穴にはシダのよ
うに長距離移動できる植物も見られますので、高山や北方から
の長距離散布で移動してきたものもあるかもしれません。後者
の可能性については、現在、研究を行っているところです。

　
　
　

牧
雅
之
（
東
北
大
学
植
物
園
）

.仙台市秋保地区の風穴（印を付けた所が風穴）

風穴に特有な植物のひとつ、エゾヒョウタンボク

コ  

ラ  

ム
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穴をあける者たち

穴
は
開
け
な
き
ゃ
穴
じ
ゃ
な
い

穴
は
掘
ら
な
き
ゃ
穴
じ
ゃ
な
い

穴
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
何
者
？

佐左木俊郎（ささきとしろう）　
1900年（明治33年）〜1933年（昭和8年）宮城県玉
造郡一栗村（現・大崎市岩出山）生まれ。代表作

「熊の出る開墾地」や「黒い地帯」で農民の実像
に迫る作品を著し、農民文学の旗手と目された。
また新潮社の『文学時代』編集者としても活躍し、
多くの文学者との交流があった。

佐
左 木 俊 郎

作 品
に 描 か れ

た「 穴 」

大正から昭和にかけて活躍した宮城県出身の作家・佐左木俊郎。

佐左木は、農民文学や探偵小説を数多く手がけました。その中から、「穴」が

描かれた2作品をご紹介します。どちらも昭和初期の時代を色濃く反映しています。

農村に煉
れん

瓦
が

工場が進出し、周囲が次 と々

工場へ土地を売る中、農業への愛着から

土地を手放さなかった地主の森山。耕作

が困難になった田んぼに水を引くため、「穴」

を掘り井戸を作ろうとしますが水は湧きま

せんでした。そこで水揚げ水車をこしらえ、

炎天の下踏み続けますが……。

文学を志していた青年が、生活のために富

豪の馬の世話をする「馬
ば

丁
てい

」の仕事に就き

ます。しかし社会に存在する「征服」と「隷

属」という関係性を恣
し い

意的
てき

に解釈した青年

は、幻覚から人を殺めてしまいます。「穴」

を掘って死体を埋め、証拠を上手く隠した

つもりでしたが……。

これらの作品は仙台文学館で読むことができるよ

「 黒い 地 帯」 （1930年発表） 「 黒 馬 綺
き

譚
たん

」 （1930年発表）

「黒馬綺譚」
『佐左木俊郎探偵小説選Ⅱ』所収

（2021年 論創社）
「黒い地帯」　青空文庫

https://www.aozora.gr.jp/cards/000134/fi les/2723_20816.html

ちょっと一息 2
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プレーリードッグは、地面に穴を掘って巣を作りま

す。その巣穴のなかは、寝る場所やトイレなどを分け

ており、自然界では広さが数千k㎡に及んだ例もある

ほど。動物園では、穴の入口こそ人の手によるものですが、

地中の通路はプレーリードッグ

が自分たちで掘ったものです。

ほとんど穴の中で暮らし、子ど

ももその中で産み育てます。

プレーリードッグ

先が出っぱって、上が平らな形で、穴を掘りや

すい鼻のイノシシ。イノシシが穴を掘るのは、

エサを探すためと泥浴びをするためです。動物

園でもサツマイモなどを埋めて探させるのですが、

得意なはずなのに、見つけるまでは意外と時間がか

かります（飼育員は「そこにあるのに……」という感じで見ています）。

夏場は掘った穴が涼しいのでそこで寝ていたりもします。

イノシシ

巣穴の構造
地中深くに作った巣穴の中
は1年中ほぼ一定の温度に
保たれているため快適です。

ほど。動物園では、穴の入口こそ人の手によるものですが、

食糧庫

方向転換するところ

見張り場

子どもの部屋

トイレ 寝室

すべての写真＝八木山動物公園フジサキの杜

巣にするため、エサを探すため、あるいは、ほかのいろいろな理由で、
陸に住む動物たちは地面に穴を堀ります。人間だって太古の昔は
よく穴を掘っていました（38ページを見てください）。そんななかから、
八木山動物公園フジサキの杜にいる、2種類の動物を見てみましょう。

八木山動物公園フジサキの杜へ行って観察してみよう!

穴を掘る動物たち（陸上編）

穴をあける者たち
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佐藤豊さんによるスナガニ獲りの様子

←

巣
穴
と
ス
ナ
ガ
ニ
←

穴
に
ひ
そ
む
ス
ナ
ガ
ニ
を
さ
が
す

荒浜の砂浜を歩いていると見つかる小さな穴。

ここを深さ1ｍほど掘ると現れるのがスナガニ。

穴の中で息を潜め、見つかると素早い動きで逃げ

去る、砂浜の忍者のようなカニです。荒浜の元住民の

佐藤豊さんによれば、こどもの頃はスナガニを焼いてお

やつにしていたとか。震災後、荒浜は災害危険区域とし

て居住できない地域に指定されていますが、かつては住

民にとって身近なカニだったそうです。

スナガニはきれいな砂浜にしか生息しないとい

われており、近年は生息数が減少して

います。荒浜では、毎月第2日曜に行わ

れる「深沼ビーチクリーン」をはじ

めとした海岸清掃活動が行われて

いますが、今後もスナガニが棲み続けら

れるような環境を保っていきたいですね。

荒浜でカニの巣穴を見つけられるかも！

おくびょうな性格の魚で。自らが掘って

つくった穴の中に隠れます。エサ

を食べるときでも穴から遠く離

れることはほとんどありません。

穴はかなり繊細なつくりのため、

急いで入ると崩れてしまうことも。

イエローヘッドジョーフィッシュ

どこかに体の一部が触れている方が安

心するという性質のため、常に互いに

身を寄せ合うような体勢や、壁のちょっ

としたすき間にも体を入れこもうとして

います。よく見ると、つぶらな瞳で、か

わいい顔をしています。

マアナゴ
砂の中から顔だけ出して、水流によっ

て流れてくる小さなプランクトンを食べ

て生活しています。みんな同じ方向を

向いているのは、その方向から海水が

流れているから。仲良くごはんを待って

いるかわいらしいお魚です。

穴を掘る動物たち（海中編）

大小いろいろな魚たちが自由に泳いでいる海は、
広くてゆったりしているけれど、無防備と言えば無防備。
そこで、砂の海底を上手にいかして暮らしている魚たちがたくさんいます。
そんななかから、仙台うみの杜水族館にいる、3種類の魚を見てみましょう。

チンアナゴ

仙
台
う
み
の
杜
水
族
館
に
行
っ
て
観
察
し
て
み
よ
う
！

す
べ
て
の
写
真
=
仙
台
う
み
の
杜
水
族
館 聞き書き＝3.11メモリアル交流館

穴をあける者たち
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木
や
地
面
に
穴
を
掘
っ
て

巣
を
つ
く
る
昆
虫
た
ち
が
い
ま
す
︒

住
み
心
地
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
︒

樹
木
を
利
用
し
た

シ
ロ
ス
ジ
カ
ミ
キ
リ
の
幼
虫
の
巣

成
虫
は
︑
幼
虫
の
餌
と
な
る
花
粉
や
花
の
蜜
を
集

め
て
花
粉
団
子
を
つ
く
り
︑
地
中
に
い
く
つ
も
作

ら
れ
た
部
屋
に
貯
蔵
し
て
卵
を
産
み
つ
け
ま
す
︒

土
中
の
コ
ハ
ナ
バ
チ
の
巣

砂
地
に
巣
穴
を
つ
く
り
︑
幼
虫

の
成
長
に
合
わ
せ
て
︑
ハ
エ
や

ア
ブ
な
ど
の
獲
物
を
運
ん
で
子

育
て
を
す
る
生
態
の
ハ
チ
で
す
︒

砂
地
に
つ
く
ら
れ
た

ハ
ナ
ダ
カ
バ
チ
の
巣

文化財にできる虫食いの穴

文化財は、虫に食べられると穴が開いて
しまうことがあります。また、虫のフン等
によって資料が固着したり、染みができた
りすることあります。それらを文化財の
虫害と言います。 博物館では虫害を予防
するため、文化財に害を与える虫（文化

財害虫）を ①持ち込まない、②侵入させ
ない、③発生させない対策を取っています。

①持ち込まない
資料を収蔵庫に運び入れる
際に、虫や虫のエサになる
ホコリなどを払い清掃します。
時には専用の薬剤等を使っ
て殺虫・殺菌処理を施します。

②侵入させない
収蔵庫に出入りする扉を二重に
したり、扉の下にブラシを付け
て床との隙間を埋めたりして工
夫しています。また、扉の前に粘
着シートを置くことも有効です。

③発生させない
虫が繁殖しやすい高温多湿をさける
ため温度や湿度を管理しながら、虫
のエサになるカビやホコリなどを放
置しないように、日ごろから収蔵庫
の清掃と資料の点検に努めています。

虫害予防の3つの対策

個人宅で虫害にあった「宗
しゅう

門
もん

人
にんべつ

別帳
ちょう

」。綴じ紐は外れ、虫
穴によって判読できない文字
があります。現在は仙台市博
物館に寄贈され、殺虫・殺菌
処理を経て、保管されています。

資料を傷めにくいタイプの防
虫剤。香木など天然由来の成
分でつくられています。

文化財害虫の一種であるシミ。
魚のような銀の鱗片で体が被わ
れ、紙や衣類を食べることから、
漢字で「紙魚」「衣魚」などと書
きます。体長は8～10ミリほど。

スリーエム仙台市科学館に展示されているよ 「紙魚」は、読書家を表す「本の虫」の語源のひとつと言われているよ

砂
地
に
つ
く
ら
れ
た

ら
れ
た
部
屋
に
貯
蔵
し
て
卵
を
産
み
つ
け
ま
す
︒

穴
住
ま
い
の
虫
た
ち

シロスジカミキリの幼虫と成虫。
成虫の体長は50mmを超えるものも。

ハナダカバチの幼虫と成虫。
成虫の体長は20mm前後。

村人の名前や所有田畑が記された帳簿　
※宗

しゅう
門
もん

人
にんべつ

別帳
ちょう

、文化6年（1809年）　所蔵＝仙台市博物館

コハナバチの幼虫と成虫。
成虫の体長は5～15mmと小さい。

すべての写真＝仙台市博物館

広
葉
樹
の
樹
皮
下
に
産
み
つ
け
ら
れ
た
卵
か
ら
孵
化

し
た
幼
虫
は
︑
材
部
を
食
べ
進
ん
で
ト
ン
ネ
ル
状
に

　
　
　
　

穴
を
あ
け
て
い
き
ま
す
︒

穴をあける者たち

3736



縄
文
時
代
の
生
活
に
ま
つ
わ
る
穴

縄文時代の人々は、生活のために大小さまざまな
「穴」を掘っていました。その穴の上にいろいろな
構造物をつくっていたはずですが、土の上に建てら
れたものは朽ちてなくなってしまいますので、掘った

「穴」だけが遺跡から見つかるというわけです。
考古学の用語には、「竪穴住居」「貯蔵穴」「柱穴」

「落とし穴」など、色々な「穴」のつく言葉があります。
ここではその代表的なものを見てみましょう。

縄文時代の人々にとって、食料をいかに保存す
るかは大事な問題。家の周りには１ｍ以上深く
掘った「貯蔵穴」が見つかることが多く、現代の
冷蔵庫代わりの食糧倉庫だったのでしょう。

食糧を貯蔵する「穴」

大人の身長よりも深くて、細い穴。こ
れは動物を狩るための「落とし穴」です。
一度入ったら出てこられず、シカやイノ
シシだけでなく、小動物もよくかかります。

動物を狩る「落とし穴」

竪穴住居の「穴」は地面を50㎝～１ｍほど掘った穴のことです。
天井を高くする効果と、外気温の影響を受けづらくする効果があります。

竪穴住居の「穴」

仙台市縄文の森広場に復元されている竪穴住居を見に行こう！ すべての写真＝仙台市教育委員会

     ←－木

   ←－葉
←ドングリなどの

木の実

竪穴 柱穴

穴をあける者たち

3938



トンネルという「穴」
　トンネルは、地下に鉄道や道路を通すために建設される土木構造物で、
人間が手がけた人工の「穴」です。トンネルという「穴」を開けることによって、
峠を越えずに速く楽に目的地へ着くことができ、人の交流や貨物の輸送
がさかんになります。宮城県と山形県の県境に建設された仙山トンネルも
そのひとつで、JRの仙山線で一番長い延長 5,361mのトンネル（当時の日

本で３番目の長さ）として、1937年（昭和12年）に完成しました（図2）。

「トンネルの神様」とは？
　世の中には「トンネルの神様」と呼ばれるトンネル技術者が何人かいます。
それぞれトンネル技術の発展に功績のあった人たちですが、「国民栄誉賞」
のような公式の称号ではなく、あくまでもトンネル工事に携わる人たちが、
心の中で尊敬している人物が「トンネルの神様」と呼ばれます。
　そうした「トンネルの神様」の一人に、加

か

納
のう

倹
けん

二
じ

という技術者がいます。
加納は、仙山トンネルという「穴」を開け（図1）、のちに「トンネルの神様」
と呼ばれ、多くのトンネル技術者から尊敬されました。

神様が開けた穴
　加納倹二は、1904 年（明治37年）5月20日、現在の島根県雲南市で生
まれました。地元の中学、高校から京都帝国大学工学部土木工学科へ
進学し、同校を1928 年（昭和３年）に卒業して鉄道省に就職しました。鉄

ト
ン
ネ
ル
の
神
様
が
開
け
た
「
穴
」　　
　

小
野
田
滋
（
工
学
博
士
／
鉄
道
総
合
技
術
研
究
所
）

コ  

ラ  

ム

図1＝
仙山トンネルを担当した頃の若き加納倹二

（向かって右3人目）（『加納倹二追悼録』加納
倹二追悼録刊行委員会（1973年）より）

幻 の キ ノ コ「 シ ョ ウ ロ 」

かつて、仙台市沿岸部のクロマツ海岸林

では日常的に様 な々キノコが採集されてい

ました。その中でもレアだったのが、トリュフ

のような丸い形の「ショウロ」。「松露」と書

き、その名の通り、砂地のクロマツの根元

に埋まっていたそうです。地元の方によると、

「松葉さらい」と呼ばれる落ちた松葉を取

り除く作業をしないと生えてこないとのことで、

松林の利用をしなくなった20年前あたりか

ら見る機会が減ったそうです。震災の津波

で海岸林の大半が消失し、現在の仙台で

はほぼ幻のキノコとなりました。

山にもショウロは生えるそうですが、海のショ

ウロは味が違ったそうです。仙台市沿岸の

ショウロはどんな味だったのでしょうね。

かつてのクロマツ海岸林　写真＝高橋親夫

震災後に海岸に設置した
栽培試験地で発生したショウロ
写真＝宮城県林業技術総合センター

聞き書き＝3.11メモリアル交流館

ちょっと一息 3

4140



道省では、熊本建設事務所に配属され、筑後川詰
所在勤となって1935 年（昭和10 年）に完成した筑後
川橋梁（福岡県／佐賀県）の基礎工事に従事しました。
筑後川橋梁は、日本最大の鉄道用の昇開式可動
橋として、佐賀線が廃止される1987年（昭和 62 年）

まで使用され続けました。廃止後もそのままの姿で
保存され、2003 年（平成15 年）には国の重要文化財
に指定されました。
　加納は1933 年（昭和 8 年）に盛岡建設事務所へ転
勤して秋

あき

保
う

詰所在勤となり、技師として奥
おく

新
にっかわ

川〜山
寺間の仙山トンネル（宮城県／山形県：建設時は「面白山

トンネル」と呼ばれる）の建設に従事しました。仙山トン
ネルの工事は、1935 年（昭和10 年）３月に開始して
東西の両側から掘削を進めましたが、加納が担当
した区間ではひと月で209.5ｍを掘削して、トンネ
ル工事のスピード記録を達成しました。それまでの
トンネル工事では、ひと月で10 0mくらいが限界
でしたが、外国から輸入した最新鋭の機械を使っ
て（図 3）、わずか１年半後の1936 年（昭和11年）９月
に貫通を果たしました（図4）。
　技術者としての実力を認められた加納は、1937
年（昭和12 年）６月に下関改良事務所へ転勤して、
関門トンネル（山口県／福岡県）の工事に取組むことと
なりました。仙山トンネルを含む作並〜山寺間は、
加納が下関へ去った後の1937年（昭和12 年）11月
10日に開業しました（図5、図6）。
　加納が「神様」と呼ばれるようになったのは、仙
山トンネルの経験を基にして関門トンネルを完成
させたことにあります。関門トンネルの工事は，下
り線が 1936 年（昭和11年）９月に始まり、上り線が
1940 年（昭和15 年）６月に始まりましたが、加納は
下関方の弟

で

子
し

待
まつ

出張所長として現場の最前線で
指揮を行い、シールド工法を用いるなどしてトンネ
ルを掘り続けました（図7）。戦争がしだいに激しくな
る中での突貫工事でしたが、1942年（昭和17年）11

月15日に下り線、続いて1944 年（昭和19 年）９月９
日に上り線のトンネルが開通しました。

トンネル技術への貢献
　 戦 後の加 納は、1946 年（昭 和 21年）10月には
札幌地方施設部長として北海道へ赴任したのち、
1949 年（昭和 24 年）8月に日本国有鉄道を退社して
建設会社の熊谷組に入社しました。そして、1953
年（昭和 28 年）より建設が進められた飯田線中部天
竜〜大

おお

嵐
ぞれ

間の大原トンネル（静岡県）の工事で、アメ
リカ式のトンネル工事用機械を採用し、最大月進
260mを記録して仙山トンネルで樹立した月進記録
を自ら塗り替えました。
　また、1953 年（昭和28 年）からは、東京や名古屋、
大阪の地下鉄工事でシールドトンネル工事を手がけ
ました。このほか、関西電力の黒四ダム（富山県）の
建設工事でもその実現に貢献し、1968年（昭和43年）

に三船敏郎、石原裕次郎の主演で公開された映

画『黒部の太陽』（監督：熊井啓）では、熊谷組豊川
工場（愛知県豊川市）の構内にトンネル工事現場のセッ
トを設け、撮影に全面協力しました。1972年（昭和

47年）4月に入ってにわかに体調を崩し、同年11月
15日、68歳の生涯を閉じました。

トンネル技術に風穴を開ける
　加納の生涯は、鉄道省入省のごく初期を除いて
まさにトンネルと共に明け暮れた人生でした。加納は、
トンネルという「穴」を掘り続けただけではなく、常
に新しい技術に挑戦して日本のトンネル技術にも
風穴を開けました。日本のトンネル技術は、加納の
次の世代の技術者たちによって継承され、日本が
世界に誇る技術のひとつとして成長しました。もし
仙山トンネルをくぐる機会があれば、「トンネルの神
様」が最初に開けた「穴」であることを思い出してく
ださい。

図3＝仙山トンネルの工事で活躍したアメリカのマイヤース・ホーレー社
（Myers-wholey Company）製のずり積み機械
所蔵＝東北福祉大学・鉄道交流ステーション

図5＝仙山トンネル内に設けられた面白山信号場の断面拡幅区間
所蔵＝小野田滋

図6＝完成した仙山トンネルの山寺方坑口　所蔵＝小野田滋

図7＝仙山トンネルに続いて加納倹二が「穴」を開けた関門トンネル
の工事（シールド掘削機）　所蔵＝九州鉄道記念館

図4＝1936年（昭和11年）９月9日に行われた仙山トンネル貫通式の
祝賀行列　所蔵＝東北福祉大学・鉄道交流ステーション

図2＝仙山トンネルの位置
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仙
台
・
防ぼ

う

空く
う

壕ご
う

あ
れ
こ
れ

まゆ毛とえくぼ
　市内をゆったりと蛇行する広瀬川に沿って、淡灰白色の河岸段丘崖が散見
されます。この崖に、コンクリートで塞がれた穴の跡を見かけたことはありませ
んか。ある時は木陰に潜む眉のような穴、少し高所の岩肌にぽっかりと空いた
えくぼ状の穴だったり（図1）。これらは戦時中に掘られた防空壕。開発の波を
経て、その幾つかは当時の空気をまといつつ、今もひっそりと、たたずんでいます。

防空壕をさがして
　地元の方が「ここに壕があったよ」と指す崖で痕跡を探しました。が、無
い……では足元を探ろうと、掘る、掘る、掘ると100cm直下に拳大の黒い穴がぽっ
かり……穴を拡幅し（所有者の許可を得て壕入口まで掘削）暗闇に一歩足を踏み入れ
ると、照明の先に地下世界が広がりました（図2）。堀跡や臭いをそのまま封印して。

ちょっと、歴史
　空襲の夜、これら横穴防空壕に救われた人は多い一方、街のたこつぼ型の
防空壕では大勢が犠牲になりました。戦争末期には大小合わせて5万5千個
以上の穴が掘られたとされます。空襲が差し迫った脅威となるに及び、やっと
国や市は補助金を計上し、頑丈な公共防空壕の構築を求めました。
　この公共の横穴壕に空襲の夜、妹を連れて走ったMさん。壕入口の扉を
10 分間叩いてようやく入れてもらい……翌朝見た壕外の光景は一生記憶か
ら消えないと語ります（図 3）。政府の施策は日本の統治領にも適用されました。
図4は台湾の防空壕。

2011年を記憶する
　20 世紀の戦争だけでなく、21世紀の津波（東日本大震災）を記憶する壕を石
巻市荻浜で見つけました（図5）。特攻艇の格納壕として造られた穴に流れ着い
たのは、2ｍほどの住宅の内壁とコンセント。

自然のめぐみ—波痕と星屑
　これらの壕は、一方でこんな顔を見せてくれます。壕の天井を見上げると、
白い波痕が波の音に合わせリズミカルに舞う……（図6）、広瀬川凝灰岩の壕
ではライトを灯すと、無数の白いパッチが星屑のように全身に降り注ぐ……（図7）。
一時、時も場所も忘れてしまう、こんな光景を市民が楽しめたら、と思いを巡
らせます。もちろん安全を施された壕で。
　防空壕は、仙台ならではの、自然と歴史が織りなすコラボのようです。
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図1 ＝↑えくぼのような穴。壕の排気口と思われる  ↘ まゆ毛様壕口

図2＝現実にあった地下世界（撮影＝越後谷出）

図5＝特攻艇の格納庫だった壕。
内に津波に打ち上げられた住宅
の壁面があった。石巻市荻浜

図3

図7＝仙台に広く分布する広瀬川凝灰岩には、白い軽
石のパッチが含まれていて美しい。掘りやすく、水を通
しにくく、比較的堅牢なので、防空壕に適していた

図4＝台湾基隆に残っている防空壕

図6＝リップルマーク（波痕）と呼ばれる波の化石。
浅海に砂が供給される環境で形成された堆積構造
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博
物
館
学
芸
員
の
仕
事
と「
穴
」

　ここでは博物館学芸員の仕事と「穴」について少し考えてみたい。
　博物館の仕事の主なものに、資料の収集保管・展示・研究がある。
資料を収集・保管する時には、虫食いの穴や破損でできた穴など、物
理的に空いた穴に注意することが多い。
　一方、展示や研究は、どちらもそのテーマには、これまでにない新し
い要素が存在することが求められる。それは言ってみれば、穴場（＝他

の人が気付かない部分）の意味の穴だろう。
　私も展示、例えば博物館の常設展ではできる限りこの意味での穴を
何かひとつでも入れるよう意識してきた。それは、新収蔵資料を展示する、
あるいは解説を新たに考えて書く、展示の仕方・順番を変えるなど新
たな切り口で示すということである。
　このような展示は、日々の研究の上に成り立っている。先行研究で
行われていないこと（＝穴）を追い求めなければ、研究としては成り立た
ない。ただ、本当に誰もやらないテーマだと研究が難しいところもある。
私は日本美術史を専門としてきたが、学生時代に研究テーマを決める際、
自分の興味に従った結果、美術史ではあまり研究されていない穴のテー
マともいえる参

さんけいまん

詣曼荼
だ ら

羅という絵画や木
 もくじき

食上
しょう

人
にん

なるものに行き着いて
しまった。なかなか進まない研究に、もっとメジャーな分野を研究対象
にすれば良かったかと少し後悔した一方で、やはり多少なりとも成果の
ようなものができると達成感を得られもした。
　ところで、研究の「究」の字をよく見ると、部首は穴かんむりであるこ
とが分かる。究は「きわめる」という意味だが、文字は穴＋九の組み合
わせである。「穴」は「あな、穴

けっきょ

居住居」、「九」は「手で示す行き止まり
の状態」を表す字で、「究」は「穴の中を行き止まりまで探す」という意
味に解釈できるという。どこまで深いか知れない穴の中を行き止まりま
で探る、ということが即ち「究める」ということで、となれば研究はそもそ
も穴に通じていたことが分かる。
　こうしてみると案外穴に関わって仕事をしていた
ようである。これからも穴を求めて展示や研究活動
をしていきたいと思う。
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東北福祉大学·鉄道交流ステーション
仙台市青葉区国見1-19-1 
ステーションキャンパス館3F
022-728-6612

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館
仙台市青葉区国見1-8-1
022-717-3318

東北大学植物園
仙台市青葉区川内12-2 
022-795-6760

東北大学史料館
仙台市青葉区片平2-1-1

（東北大学片平キャンパス内）
022-217-5040

東北大学総合学術博物館
（理学部自然史標本館）

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3 
022-795-6767

東北学院大学博物館
仙台市青葉区土樋1-3-1
022-264-6920

せんだいメディアテーク
仙台市青葉区春日町2-1 
022-713-3171

仙台文学館
仙台市青葉区北根2-7-1 
022-271-3020

仙台市歴史民俗資料館
仙台市宮城野区五輪1-3-7（榴岡公園内）
022-295-3956

八木山動物公園フジサキの杜
仙台市太白区八木山本町1-43 
022-229-0631

仙台市博物館
仙台市青葉区川内26 
022-225-3074

仙台市縄文の森広場
仙台市太白区山田上ノ台町10-1
022-307-5665

地底の森ミュージアム
（仙台市富沢遺跡保存館）

仙台市太白区長町南4-3-1
022-246-9153

仙台市天文台
仙台市青葉区錦ケ丘9-29-32 
022-391-1300

スリーエム仙台市科学館
仙台市青葉区台原森林公園4-1
022-276-2201

せんだい3.11メモリアル交流館
仙台市若林区荒井字沓形85-4

（地下鉄東西線荒井駅舎内）
022-390-9022

仙台うみの杜水族館
仙台市宮城野区中野4-6
022-355-2222

仙台・宮城地域のさまざまなミュージアムが協働することで、地域にとって
より有益な機能を獲得していくための共同事業体です。各館の学芸員や専門職員が
持つ知識やノウハウを集積し、単独では実現困難な新たな価値の創出を行い、
地域のニーズに合った新時代のミュージアムになることを目指しています。
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ところで、表紙の穴はどうやって？
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ビクトリア打抜機↑と作業の様子↓

取材協力＝有限会社岩本紙工
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