


跡また、木製品も数多く出土合跡15軒。

ヤジ山遺跡
|日:rî 6~時代(約2Jî8 千1f-前)のローム

附から数かrJíの {Î6~集中地，r，I;(

山谷遺跡 ， 
14-15!l!紀の街道跡、市の跡コ

(千葉県初)

芝野遺跡
弥生時代後期lの小さ� a[)<1耐の

水田跡。(千葉県初)

l折原サービス・エリアのまわりの台地にほ、旧石部

時代から人々が暮 らしはじめ、縄文時代早期にはたく

さんの人々が訪れていました。とても多くの局外炉の

跡が伐っているのにfヰ居跡はま ったくありまぜん。 ま

た、焼けた石が大量に見つか った所もあるので、ノtー

ベキュ ーをしたのかもしれません。今のキャンプ湯み

たいですね。

小1笹川のまわりでも弥生時代の終わりごろか ら米づくりが行われてい

ました。こうした米づく りをとおして高をたくわえたムラの長が、 高台

に古頃をつく ったのかも しれませんねc

また、小恒川を1'Jtんだl干l
A -';J 

北側の山谷遺i跡のめたりには今でも 「

こでみつか っ た道路湖、は、地名のとま~.~

時に通った街道の一つですc

時代の大きな城跡ですυ

中越遺跡
内J~ P~t\， ljíJ!引の ム ラ の 11附湖、
から小動l鍔出 J-. ~

橋古墳群笹子城跡
戦liil時代の 大きな山城跡� 

きなビルが建ち並び、� 21世紀への胎動を感じ 石器や石器の材料が集中している所=ブロソク

ます。一方、遺跡の周りには桜の大木があり、 を見つけました。同じ深さで石器のブロック

キジが飛びかい、 ヒバリの嶋き声が響 きわた がいくつも 見つかり、 まるでドーナツのよう

につながって、直径が70111にもなっています。

このようなつながりは、考古学では環状プロ
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ックと呼ばれています。この遺跡では、環状

ブロックの内側に、さらに別の小さな石器の

ブロックもありました。環状ブロックは、 土品

だ発掘の例が少ない貴重なものです。石器の

材質には、安山岩・ 頁岩・チャート
斗三里ヨ� ι t~ f:I)Ll) う:;....d¥h

・1馬楢- 村田川と養老川にほさまれた低
L:t<へん 地では弥生|時代から、すでに米っ

凝灰岩などの多くの種類がありました� 剥片C くりをしてL、ました。

(石器を製作するときの破片)に混ざって、 .環状ブロックl 奈良!時代になるとこのあたりに

は、� J総匡!の役所や郡の役所が!集

まり、 問分寺や問分尼寺も建てら

れました。これらの役所などに向

かう 「東海道」が東京湾の方から

糊コーナー� 続いていて、多くの人々の行き米

ヲ:売ったようです c その 当時の

木簡 (木の荷札)も見つかってい

ます。

発掘調査速報


泉北側第3遺跡は、北総台地の北のはずれに

近く、 手賀沼から東に流れ出て利根川に注ぐ

六軒川の支流、亀成川を北にのぞむ小さな谷

の東側に続く標高24mの台地の上にあります。

利根川本流から南へ直線にして2kmも離れてい

ない所です。

周辺を見渡すと 一番最初に日に付くのが

携帯電話の電波塔です。塔の向こう側には大

た

っています。遺跡の西側の谷には湧
わ

き水をj留

めている池があり、ザリガニが動きまわり、別

世界に飛び込んだような錯覚におちいります口

発掘調査は平成9年9月から 実施され、

縄文時代早期の土器が含まれている地層 と江

戸時代の野馬堀が見っかりました。そして、

今年度は地表から 1m 50cmくらいの深さの関東

ローム層の中から2万5千年前の旧石器時代の

せき� ι

石刃
ん

やナイフ形石器などの製品も見つかって

います。

遺跡を発掘していると、当時の人々が生活

した地面や発見された遺物に触れることで、� 2

万5千年前に生 きて~.た人々の息づかいが感じ

られるようです。

(竹田 良男)
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館山自動車道は、平成7年7月に千葉市か5木更津市

まで開通しました。との道路はアクアライン(東京湾

横断道路)にもつながり、首都圏の地域間相互の連絡

を促進する道の1つとして機能し始めています。この道路工事区域内には、� 25か所の遺跡

があり、昭和63年に発掘調査が始まり平成6年に終了しました。その結果、古代の東海道本

に連なる道の跡のほか、旧石器時代かう中世までの貴重な資料を数多く得ることができ、

西上総地域の歴史の解明のために新たな手掛かりを加えることができました。

⑥遺跡今昔物語⑤


(渡辺昭宏) 

必ず~" ， く ; しι" く。 ひ P う刷 、

本東海道 占くは、都を H'，て制傾向?、う東京湾の j制休道を il在 っ て上向1{;H~A'-陸して北上し、下総凶を総
ー

て常|遊間へ向かうのが
東海道の本道でしたが、宝fli2年� (771)に相模凶から陸路で武蔵悶を経て下総lji]に人る道筋に変更されました。

、ち::1r，じ� Lうりセい

海保野口遺跡 市原条皇制遺跡
縦文時代早期� (約7千年前)の炉穴跡 縄文時代中絞!引のめずらしい1民地のしl塚「弥生時代

約200幕c 中Wj (約5千年前)の住居 から中1せにかけての水旧跡ハ奈良-平安時代の道路

今回紹介する遺物は、新東京国際空港内の

成田市東峰御幸畑西(空港Nu.6I)遺跡から見つ
じん�  J、ませいぜ き ふ てんじん み ね� tがみ

かった「刃部磨製石斧」と、 天神峰最上(空港� 

No64)遺跡から見つかった「有溝砥石」ですc

石斧は蛇紋岩製で、両側から刃の部分が磨

かれています。石器が磨かれて作られるのは、

世界史の上では、新石器時代(I万年以後)か

らとされていますが、 日本の各地では、 それ

より早く、|日石器時代の2717・8千年前の地層

から、写真のように、メ]を部分的に磨いた石

器が見つかっています。私たちはそのような

石器を「刃部(局部)磨製石斧Jと呼んでいますの

刃こぼれなどによって切れなくなった時に、

'1t現代の私たちが包丁を研ぐように何度も研� 

で新鮮な刃を再生させたのでしょう。

一般的に石斧は、木の伐採や加工、骨や角

の加工、皮なめしに使われたと考えられてい

ます。ところが、長野県の遺跡から見つかっ

た刃部磨製石斧の刃の部分に付着した脂肪を

分析したところ、ナウマンゾウやオオツノシ

カの脂肪が見つかったという人もいます。大

型の動物の狩猟や解体作業に、この種の石斧

が使われたのでしょうか。

千葉県内では、今回紹介したような石斧は

北の高台には中世の特色ある遺跡があります。� 

鎌合街道jという地名があり、こ

房総の武 上|司が 円 、ざ鎌 l汁 J の

南側の証引 問、峰、下の写真のように戦国

古墳時 ! ~~W則の 1îJ円か ら除、

この石斧を磨く(研ぐ)のに必要なのが砥 約30点見つかっていますが、有溝砥bは、千
※告遺跡とも複数の時代にまたがっていますが、紹介はおも忽ものに限ります。

石です。砥石は、砂岩製で、上面に2条、両側 葉市餅ヶ崎遺跡、市原市草刈六之台遺跡から、� 
- は、その他の遺跡

面に各1条の溝ができています。ちょうど石器 1例ずつしか発見されておらず、大変珍しい資

の大きさに合っているのが分かると思います。 料と L、えるでしょう� (永塚俊司)C

大な刷跡発見。:"'1 鉄会IJ、制鍬、� E~iが ，'Pt L ο






