


ますます興昧がわいてきた!! 

千葉東南部地区の遺跡調査発表会

昨年の10月25日(日)に千葉東南部地区の遺 がす親子の姿が印象的でした。

跡調査発表会を開催しました。千葉東南部地 これまで展示重視の遺跡発表会が多かった

区は現在「おゆみ野」という住宅街になって なかで、今回の体験重視の試みは好評だった

いますが、となりの「ちはら台Jとともに当 ようです。とくに、当地区に住んでいる多く

文化財センターが以前から発掘調査を実施し の小・中学生の参加があったことはうれしい

てきたところです口 ことでした。参加された方々にとって、自分

たちの祖先に直接ふれることができた初めて

の機会だったとおもいます。
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笹子城跡、の現地説明会
」

木更津市の東部笹子地区に所在する笹
きさ

子

域う跡は、いまから500年ほど前の戦国時代初

めごろに使われていた城です。この城には、

主主容武田氏という、市原から富津にかけて

の東京湾一帯を支配していた領主の一族がい

たといわれています。

ところが、この笹子城跡の一部に高速道路

が通ることになり、道路が建設されるところ

を、当文化財センターで発掘することになり

ましアこ。

発掘を始めてみると、予想を上まわる貴重

な成果が次から次へと見っかりました。とく

に、幅12m、深さ� 6mもある大きな堀の跡や、
すいしよフ

高さ� 3cmほどのたいへん小さな水晶でつく

られた孟輪援などが注目されています。

そこで、私たちは笹子城跡の発掘で見つか

った貴重な成果をぜひ県民のみなさんに見学

していただくため、昨年の� 8月29日(土)に現

地で説明会を開きましたo

現地説明会の前日まで、現地への交通の便

がかなり悪いことから、説明会への参加者は

多くても 150人から200人ではないかと予想し

ていました O ところカ人当日はうナ三るような

暑さにもかかわらず、なんと500人近い方々が

みえ、現地は予想をはるかに超えたにぎわい

となりました D

とくに、見学する場所がせまかったことも

あり、せっかく来てくださった方々にわかり

やすく、ていねいな説明ができなかったこと

は残念でした。

縄文時代や弥生時代と比べずっと新しい戦

国時代の城跡でも、歴史に興味をもっ方々に

とってはロマンを感じさせるものだというこ

とを改めて思い知らされました O

また機会がありましたら、笹子城跡の発掘

成果をお知らせいたします。(柴田龍司)� 

今回の発表会は、千葉事務所と椎名蕗古墳

群の両会場で行いました。千葉事務所ではこ

れまでの発掘品を展示し、椎名崎古墳群では

遺跡周辺にあったススキを使って平安時代の

すまいを復元したり、古代住居跡の「体験発

掘jやカマドを使った「古代料理づくり」な

どのユニークなコーナーもっくりました D 参

加人数は800人にも達し工夫された展示や古

代クイズにうれしそうな声をあげる子供たち

と、泥だらけになりながらも熱心に土器をさ

参加者の方々からは「毎日体験発掘したい」

「土器をさがしあてたときはとても感動的で

したJ Iこういう企画があれば何回でも来た

いJ I平安時代のイメージが大きく変わりま

した。とても 貧しかったのですね」などの声

がありました。このような遺跡調査発表会は

今後もいろいろな場所で聞かれます。ぜひ楽

しみに待っていてください。 (加藤修司)
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委委総議撃議長;護撃機襲愛

;菅生; 弥生本間遺跡の;

木更津市誉主 ~j: 5示生時代から田園地帯だっ

たことがわかりました O 現在の田の下に� 7層

の田が埋ま っていました これはふ権問のは

んらんによ って運ばれてきた土が田を埋め、

そこにまた田を復目させる作業が くり返し行

われ、さらに近代の耕地整理が行われた結果

であり、 一面一面の田んぽは人間の稲作への

こだわりを物語っています。写真 は遺跡のい

ちばん北側で見つかった弥生時代の田の跡で

す。躍で区画された一枚の面積は現在よりも

ずっと小さなものです。
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古墳時代はじ;めの前方後方;墳

手賀沼を見おろす台地にある沼南町主ノ梓� 

1・2号墳は以前に発掘調査されたことがあ

り、� 1700年ほど前につくられた県内でも数少

ない古い時期の古墳群であることが知られて

います。今回の調査は古墳の形を明らかにす

る目的で行い、� 1号墳は一辺17m前後の方墳、
ほうふん

2号墳は全長33mの前努援芳首(方形と長方

形を組み合わせた形)とわかりました� 1号

墳には前方部の未発達な「突出部Jがあり、

古い時期の古墳に多い前方後方墳の変遷を考

-I 
 奈良時代;の須恵器窯跡: えるうえで重要な資料です。 (糸川道行)

当文化財センターでは、いままでに約2000

か所にのぼる発掘調査を行い、原始古代の解

明に多くの成果をあげています。

しかし、発見された貴重な遺物は博物館や

本で見ること以外、あまり一般の人たちの自

にふれる機会がありません。そこで、今年度

から県民のみなさんに出土遺物を通じて、郷

土の歴史をより深く理解していただくため、

発掘された遺物の公開展を企画しました。

公開展は昨年の11月22日(日)から12月 6日

(日)までの 2週間にわたって、当文化財セ

古墳時代 奈良・平安時代

ンター本部� 2階の展示室や会議室を会場にし

て、先土器(旧石器)時代から平安時代まで

の最近出土した遺物を中心に写真や文字パネ

ルをまじえて、わかりやすく展示しました。

期間中の見学者数は1.000名以上に達し、

「興味深く見ることができたJI来年以降も

期待する jなどの心強い感想をいただき盛況

のうちに終了しましたo 今後、当文化財セン

ターの普及活動の充実をはかる第一歩として

十分な成果がえられたとおもいます。

(太田文雄) 

市原市永田(ながった)窯跡群で奈良時代の

会意嘉の窯跡が 4基見つかりました。須恵器

は、ロクロを使用してつくられ、密ぺい式の

窯で焼かれたねずみ色の土器で、古墳時代の

中ごろから焼かれています。今回は窯がいく

つあるか確かめるための調査であり、この地

域に30基前後の窯があることがわかりました。

窯からは、高杯・杯(ご飯茶碗のようなも
ふたかめ

の)・椀
わん

・皿・蓋・楚(貯蔵用)、首の長い壷

や短い査が見っかり、なかには金属の器の
うつわ

形

をまねたものもありました。 (小林信一)



E~&I週 住まいの移り変わり
第 2回縄文時代

縄文時代の住まいは、前回に取り上げた旧

石器(先土器)時代とは違って、各地でたく

さん見つかっています。

旧石器時代の住まいが益跡も残らないよう

な簡単なっくりのものであったのに対し、縄

文時代の住まいはほとんどが単宍住居です。

竪穴住居は、地面を  1mほど掘りくぽめて床

とし、そこに柱を立てて屋根を葺いた住まい

です。外から見ると、地面の上に直接屋根が

かかっているように見えます。

掘りあがった住まいを上から見ると、四角

して柱の位置に、ある程度の規則性がみられ

ます O 住まいの広さは、 10"-'30ぱほどのものが

多く、 5人家族が住めるぐらいの大きさです。

炉は火をたいて、明かりや暖をとったり、土

器の中に入れた貝などを料理したところです。

炉が住まいの中に設けられるようになったの

は縄文時代前期ころからで、早期では屋外に

掘られた炉穴(ファイアーピット)が調理場

などに使われていました。(安井健一)

前回のまちがいさがしの解答

左上にある建物がまちがいでしたo 旧石器

時代には、高床
たかゆか

の建物はまだ存在していなか

ったようです。右側のテントのような建物が、

旧石器時代の住まいと考えられているもので

す。旧石器時代の生活のようすは、まだまだ
なそ・ と

わからないことばかりです。みなさんも謎解

きにチャレンジしてみませんか口(新田浩三) 
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-3恵理閉.  

1 .貝塚って何ですか?

縄文時代のゴミ捨て場のことで、地面は貝

畿で、一面に雪が降ったように真っ白になっ

ています。なかには、直径100m以上のドーナ

ツ型をした幅10m・厚さ 2mにおよぶ貝層を

もっ大きな員塚もあります。食用だけの目的

で採集したとしては、貝の量があまりに多す

ぎるので、干し貝をっくり、海から遠い山間

部の人々との交易に使ったのかもしれません。  

2 .貝塚からは貝のほかにどんなものが見っ

かりますか?

魚、や獣の骨がでてきます。めずらしいもの

としては、ウミガメやアシカの骨も見つかる

ときもありますo 骨はふつう腐ってしまいま

すが、貝塚では、貝の石灰分の性質によって

残っています。人骨が撞葬されている例もあ

りますので、貝塚はたんなるゴミ捨て場では

なかったかもしれません。もちろん、土器や

石器も多く見っかります。 

3 .千葉県で有名な貝塚はどこにありますか?

いままでに約550か所の員塚が見つかって

います。日本全体には約3，000か所といわれて

いますから、千葉県には全国の約1/5の貝塚が

集中していることになります。京葉道路の上

にある有名な員塚トンネルは、繁盛穎貝塚を

保存するためにつくられました。千葉市加曽

拘貝塚や市川市掘乏首員塚には博物館があり、

員塚のようすや縄文時代のくらしについて、

わかりやすい展示がされていますので、みな

さんも一度訪ねてみるとよいでしょう。 

4 .どうして遺跡だとわかるのですか?

畑などを歩いていると、土器のかけ らや石

器が落ちていることに気づくことがあります。

これは地下に埋まっていた遺物が、耕作で掘

り起こされて地表に出てきたためです。土器

などが集中してみられるようなところでは、

その下に住居跡があるかもしれません。

また、地上に高く土を盛り上げた古墳のよ

うに、直接目で見ることのできる遺跡もあり

ます。水田跡などの遺跡を除けば、多くの遺

跡は台地の上に存在しています。(土屋治雄)  
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「シリーズj住まいの移り変わりはいかがでしたでしょうか。縄文時代の家についておわかりい

ただけたでしょうか? 表紙にご紹介した山野県塚で見つかった柄鏡形の竪穴住居跡の写真を見

ると、そこに住んでいた人々がどんなくらしをしていたのか、ますます興味をもたれたこととおも

います。そこで、今回は次のような特集をくんでみま した。

特集縄文人のくらし

私たちの主食であるお米が日本に伝わって

きたのはいまから約2000年前の弥生時代のこ

とで、さらに昔の縄文時代には、田畑を耕す

ことをほとんど知らなかったようですo

まず縄文人は、野や山でドングリやクリや

クルミなどの木ノ実を拾ってきました。これ

を石のすりばち(石皿
いしぎら

)と磨石
すりいし

を使って粉に

して水で練り、クッキーやパンのように焼い

て食べていました。穴を掘ってドングリをた

くわえたりもしたようですo

貝塚は、縄文人が食べた貝の殻を捨てたと

ころです。貝殻があまりに多いのは、干し貝

などをつくって物々交換に用いたからかもし

れません。貝殻のほかに、魚の骨やウロコな

ども出てきます。動物の骨やシカの角でつく

った釣り針や、網のおもりに使った土器のか

けら(玉喜洋議)が見つかることもあります。

貝塚からは動物の骨もたくさん出てきます。

シカやイノシシが多いようで、骨の髄まで食

べるため打ち割られてバラバラになっていま

す。狩りのときに使った石の矢じり(石鍍
せきぞく

)

や石の話完なども出てきます。下の写真は香

取郡小見川町白井大宮台
いおおみやだい

員塚で見つか った縄

文時代のお墓ですが、犬の骨が人間とおなじ

ようにていねいに誼葬されていました。縄文

人が犬を大切に飼っていたことがよくわかる

とおもいます03ぽ笑として狩りに連れていつ

たのかもしれませんD (四柳隆)




