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当文化財センターの事業については創刊号

で紹介しましたが、これらの事業をより効果

的にすすめるため� 4月 1日から事務局の組織

を全面的に改編し、組織体制の整備充実をは

かりました。

おもな改正点は、部制をひき総務部に総務

1総務部「

」ーーーーー
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一十調査研 究部卜

一
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効率的な文化財センター運営を 一一事務局組織の改正

課(旧庶務課)と管理課(旧管理一・二課) ①千葉調査事務所

が、調査研究部には事業課と資料課がありま 所在地 千葉市緑区おゆみ野� 1-35 -1 

す。 (宮 043-292-2407) 

さらに県内を四つの地域に分け、それぞれ J R外房線鎌取駅東方の閑静な新興住宅街

調査事務所を設置し、埋蔵文化財調査の円滑 の一角にあります。職員17名の大所帯です。

化をはかることとしました。 また本部と同じ建物のなかに、職員� 6名の四

街道分室があります。当事務所は大規模な宅

地開発事業に伴う調査が多いのが特徴です。

おもな事業は、千葉市東南部地区(おゆみ� 

. 野)、市原市千原台地区(ちはら台)、四街道

市物井地区の調査です。� 

総務課予算、決算、出納に関すること

人事、服務等に関すること� 

管理課受託契約に係る予算、決算、経理に関すること

調査補助員に関すること

事業課 埋蔵文化財の発掘調査に係る事業計画等に関する

こと

埋蔵文化財の普及に関すること

資料課埋蔵文化財の研究、資料収集、出土遺物の保存処

理、刊行物の頒布に関すること

千葉調査事務所 千葉市・四街道市・市原市北部の埋蔵文

化財調査に関すること

四街道分室

印西調査事務所 東葛飾・印膳地区の埋蔵文化財調査に関

すること

萱田分室

佐倉分室

成田調査事務所成田市周辺・山武・香取・海匝地区の埋

蔵文化財調査に関すること

芝山分室

空港分室� 
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 おもな遺跡には、縄文時代の千葉市有吉北

員塚、昨年現地説明会を開いた椎名蒔古墳群、

本号で紹介の猷i遺跡、奈良・平安時代の四

芝山分室など� 2か所で、職員10名が勤務して

います。当事務所は道路の改良・建設に伴う

調査が多いのが特徴です。おもな事業は東金

道路二期工事に伴う調査です。

おもな遺跡には、馬形埴輪などを出土した

芝山町出品室忌古墳群、縄文時代早期の員層

が残されていた干潟町桜井宇遺跡がありま

す。また、調査例の少ない地域の遺跡として、

古墳時代から奈良・平安時代にわたる山武町

議麗麗遺跡の調査が期待されます。

街道市ふ産ノ内遺跡があり 式会、特におゆみ

③成田調査事務所

所在地 成田市十余三字円妙幸窃-52

県宇、旧石器時代から古墳時代の各時代ごと

に注;まれる、沼南町械遺跡があります 0

・.3)

④市原調査事務所

所 在 地 市 原 市 村 上1，879

(宮 0436-23-7929) 

J R内房線五井駅の東南、養老川右岸沿い

に所在します。職員� 7名が勤務しています。

木更津に分室があり、こちらは職員� 4名です。

②印西調査事務所

所在地 印膳郡印西町大森字割野749 

(ft0476-46-4319) 

J R成田線木下駅から千葉ニュータウン中

央方面へ向かう県道沿いにあります。職員� 7

名が勤務しています。分室は萱田分室(八千

代市)と佐倉分室があり、職員10名が勤務し

ています。当事務所では、千葉ニュータウン

の開発に伴う調査のほか、東葉高速鉄道、佐

倉第三工業団地や道路の改良・建設に伴う調

査など、さまざまな事業を扱っています D

おもな遺跡には、本号で紹介の突未苔� 2号

墳・鵠締出遺跡のほか、県内で最も古い鍛冶

場跡が見つかった古墳時代の八千代市沖塚遺

当事務所のおもな事業は、東関東自動車道千

葉・富津線と福増浄水場(市原市)の建設に

伴う調査です。ほかに富山町の道路関係の事

業など、安房地方での調査もしばしばありま

す。また低地の調査が多いのも特徴でしょう。

おもな遺跡には、本号で紹介の武士遺跡、

弥生時代の水田跡が見つかった木更津市者生
し11の

遺跡と芝野遺跡、昨年現地説明会を開いた笹

子城跡、古代の官道跡が発見された市原条量

制遺跡があります。
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発掘調査速報 埋蔵文化財アラカルト
 
文字が語る古代のムラ

印膳郡印西町の印膳沼にほど近い台地上に

樹高出遺跡があります。遺跡の周囲は千葉ニ

ュータウンという広大な住宅地になっていま

すが、いまから 1，200年前の昔もおおきなムラ

だったことが、これまでの調査で明らかにな

ってきました。

昭和63年からはじまったこの調査では、東

京ドームの1.2倍の広さに200軒以上の住居跡

が見つかっています。ほとんどが奈良時代か

ら平安時代の住居で、千葉ニュータウン周辺

では、当時としては最大級のムラといえます。

鳴神山遺跡で注目されることは、土器に文

字や記号を書いたものがたくさん見つかって

いることです D 文字は墨で書いたり(墨書)

先の尖った針のようなもので書いて(線刻)

くさかり

大昔もニュータウン? 草刈遺跡

市原市にある草刈遺跡は、千葉市に隣接す

るちはら台ニュータウンの西端部に位置する

大きな遺跡です。東京湾に向かつて流れる村

田川と、茂呂沢とよばれる沢地にはさまれた

台地上に営まれたこのムラには、はるか旧石

器時代の昔から人々が住みはじめたようです。

昔はいまとちがい海がすぐそばまできてい

て、縄文時代の貝塚も見つかっています。

弥生時代にはいると、ムラの人口は急激に

増加します D この地は沢や川に近く、このこ

ろはじまった米作りに適していたのでしょう  O

水の便がよいため、船を使った交流もさかん

で、これまで見つかった多くの遺物のなかに

は、遠く西日本や東海方面からもたらされた

土器やお祭の道具などめずらしいものが見ら

れます。この時期を境に草刈地域では急に開

発がすすみます。

います O

「イ弗」と 書いたものもあり、仏教が一般に

広まっていたこともわかります。また、神へ

の祈りを込めた内容のものもあり、土器に願

いを託していたのかもしれません。

土器に書かれたいろいろな文字から、当時

の人々の暮らしぶりがさらに明らかになって

くることでしょう。(郷堀 英司)

古墳時代にはいると、台地の上はもとより

北側の斜面まで造成
ぞう せい

し、たくさんの住居が作

られるようになりました。いままでに調査さ

れた住居の数から、当時の人口を割り出して

みると、草刈ムラの人口密度は非常に高かっ

たようです。この辺りで現在すすめられてい

るニュータウン開発は、歴史上  2度目といえ

るかもしれませんね。(立和名 明美) 

EZ理5]圃 住まいの移り変わり

第 3回弥生時代

弥生時代の住まいも、縄文時代と同じく竪

宍住居で、す。かたちは丸いもの、小判形のも

の、隅が丸くなった角形のものとさまざまで

ふつうは炉が一つつきます D また、地面から

の掘り込みはだいたい50cmから 1mといった

ところです。

ここまでは縄文時代とそれほど変わりませ

んが、弥生時代の場合、一つ大きな違いがあ

ります。それは、柱の位置および本数がほぼ

固定したことです。そして、それに応じて炉

も住居の奥の柱と柱の真ん中に位置するよう

になりました。入口はふつう炉の反対側にあ

り、作りつけのはしごをおりてなかへ入るよ

うになっています。

つまり、現代的な表現におきかえると、ド

アを開けたときに目にする住まいのようすは、  

4本の柱に固まれたせいぜ、い四畳半たらずの

空間と、その正面の床に作られた炉を囲んだ

家族の姿が見えてきます。なかは暗かったは

ずでどれだけはっきり見えたかわかりません

が、床は土のむきだしで、板などで覆
おお

った痕
こん

跡
せ き

は見あたりません。 4本柱の内部、とりわ

け炉の手前は固く踏みしめられていますので

その辺がおもな生活の場となっていたのでし

ょう。柱の外側つまり壁寄りの場所はその逆

です。台所や居間といった明確な部屋の区別

がなかった当時、そこには雑然とした住居空

間が存在したことになります。

こんな住まいのあり方をみなさんはどう思

うでしょうか。電気、ガス、水道はもちろん

便利で衛生的な住居の環境になれきっている

私たちが、それを貧しいとかたずけることは

簡単です。しかし、夏は涼しく冬はわりあい
ちょうり

暖かい茅
かや

葺
ぶ

き屋根や半地下式の構造、調理・

議露.談晃の役を一つでこなす炉、身近な材

木を使うなど、そこには古代人の経験にもと

づ、いたイ主まいのノウハウカヨぎっしりつまって

います。

弥生時代は日本の歴史上、一大変革期とい

えますが、その住まいにはそれほど大きな変

化は見られません。これもその合理性の結果

かもしれません。(小高 春雄)

まちカましhさカまし

(解答)中央にある住居がまちがっています。

竪穴住居の場合、掘りくぽめたところが床だ

ったと考えられていて、絵のように高い床の

建物ではありません。(安井 健一)弥生時代の生活のようす(絵横山 仁)



弥生特集 こんなお墓があるんです	 こんなことを計画しています
いまから約2，300年前、東日本にも稲作が伝

わってきた弥生時代のはじめのころ、関東地

方を中心におもしろいお墓が流行しました。

それは「詩葬茎」とよばれているもので、名

前の由来はそのままこのお墓のようすを物語

っています。つまり、有び・宮る・お墓とい

うことです。それではこの「再び葬る」とは、

どういうことなのでしょうか。

わかりやすく説明すると「もう一度、埋め

るJということです。ムラびとが死んでしま

うと、その死体をまず地面に穴を掘って、埋

めます。しばらくそのままにしておき、死体

が腐って骨だけになったころ、この穴を掘り

返します。そして、この骨をこんどは、査や

婆など土器の中に入れて、もう一度埋めなお

すのです。

下の� 2枚の写真は、私たちが発掘調査した

市原市のま士遺跡で見つかった再葬墓です。� 

E彊霊園� 
1 .なんで弥生時代っていうんですか?

明治10年代、一人の少年が東京大学の付近

で一個のもょうのついた土器を見つけました。

歴史好きのこの少年は、それがとおい古代の

人々が使った土器であることを知りました。

このころ、すでに石器時代の土器として、

右の写真は、二つの再葬墓がとなりあって

作られています。左側のお墓には� 2個の壷が

重なり合うように埋めてありました。右側の

お墓には大きな査と小さな査がならんで埋ま

っていました。

左の写真は、大きな査が� 2個と、その手前

にコップのような形をした小さな土器があり

ます。

このように、再葬墓にはいくつかの土器が

一緒に埋められていることが多く、おなじ家� 

族の人々が、おなじお墓につぎつぎと埋めら

れていったものと考えられていますo

大きな査にはお父さんの骨が入っていたの

でしょうか、小さな査はお母さんでしょうか、

寄り添うように並んでいる� 2個の壷は、兄弟

の骨が入っていたのでしょうか、小さなコッ

プ形の土器の骨は赤ちゃんでしょうか?

(加納実)

いまでいう縄文土器が知られていましたが、

どこか違うなというていどでした。

坪井正五郎という学者がこれを研究して、

のちにこの土器が発見された弥生町の地名に

ちなんで「弥生土器」とよび、時代を表すよ

び方になりました。(花島 理典)

. 

った千葉県で最も古い約25，000年前の旧石器・時代のものです。� 

1 台形様石器(写真右上の六つ)は、石のか・
けらの両端を加工し切出しナイフの形にして、

先端に鋭い刃を作りだしたものです。棒の先

につけナウマンソウなどを突き刺すのに使っ

たのでしょう。嘉製若奔(写真左上のーっと

左下の二つ)は、みがいて刃を作りだした石

の斧です。木を切ったり、土を掘ったりする

のに使われましたo 写真右下は、石器や石の

かけらをくっつけたものです(接合資料)。石

器を作るために割った石を順番にくっつけた

もので、これによって当時の人たちがどのよ

うにして石器を作ったかがわかります。

(新田浩三)

一一埋蔵文化財普及事業のご案内 一一

当文化財センターでは、ことしから事業課

が窓口となっていろいろなイベントを計画し

ています。みなさんに親しまれるように努力

しますので、ぜひご参加くださいo 

(1 ) 現地説明会の開催

わたしたちがどんな仕事をしているかを、

発掘調査の現場や整理作業をしている調査事

務所をとおして知っていただくものです。

. 	 千葉・印西・成田・市原の各調査事務所が

それぞれ担当して、� 7月から11月にかけて� 4

回ほど予定しています。遺跡の紹介はもちろ

んのこと発掘の体験やクイズなどたのしい企

画も用意しています。� 

(2) 出土遺物公開展の開催

平成� 5年11月26日(金曜日)から� 

12月 5日(日曜日)まで

収蔵遺物の紹介

今回紹介する石器は、成田空港の敷地内の

策髭街筆猶箇遺跡(空港No.61遺跡)から見つか

最近の調査で発見された貴重な遺物や当文

化財センターで保管している資料を一般公開

します。ことしは千葉ニュータウン(印西町

など)の発掘調査の成果のなかから選び、地

元の施設をお借りして紹介します。2.5万年前

の石器から、江戸時代の庶民信仰の塚までも

りだくさんの内容を考えています。� 

(3) その他

また、小・中学校やいろいろな文化団体の

遺跡見学会のお手伝いもいたします。事前に

お近くの調査事務所にご連絡くだされば、申

し込み方法や見学できる遺跡をご紹介します。

ただし、交通の便がわるい所が多いので、ご

注意ください。

このほかに、ビデオテープで当文化財セン

ターの活動を紹介することも計画しています。




