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千葉県は、自然環境に

も恵まれ、数多くの貴重

な埋蔵文化財が残されて

います。その反面、全国

でも 有数な大規模開発が

推進されている県でもあ

り、それに伴って、毎年

多くの遺跡の発掘調査が実施されています。

当文化財センターは、国や県等の公共事業

に伴う埋蔵文化財発掘調査を主な業務として、

昭和49年11月に県教育委員会の認可を得て財

団法人として発足しました。以来、 2，000か所

近くの遺跡を調査し、その成果は、私たち祖

先の歴史を知るうえで、大きな役割を果たし

ているものと自負しております。

ところで、当文化財センターも設立以来20

発~ìi忠弘寄地点神妙者側
千葉県では、全国に先駆けて埋蔵文化財の

発掘調査を主な業務とする財団法人千葉県文

化財センターを昭和49年11月 1日に設立しま

した。文化財センターは設立以来各種開発に

係る発掘調査を数多く実施し、その成果は県

内外から高い評価を得ているところでありま

す。また、県民の皆様に対する文化財普及事

業の一環として、最新の調査成果を踏まえた

『房総考古学ライブラリー  Jを時代順に刊行

するとともに、発掘現場における現地説明会

等を実施するなど、ややもすると難解になり

がちな文化財を身近なものとするよう努めて

いただいているところであります。

近年邪馬台国論争に一石を投じた佐賀県吉

野ケ里遺跡、大陸の影響が強く認められる武

具・馬具等の出土した奈良県藤ノ木古墳など

財団法人千葉県文化財センター

理事長奥山 浩
(千葉県教育委員会教育長)

年になろうとしていますが、この間の調査活

動とその学問的成果に比して、業務内容等に

ついては、いまだ、一般県民に広く周知され

ていないのが現状であります。

このため、本年度からは、これまで以上に

埋蔵文化財普及事業を充実させるべく各種の

活動・行事等を予定しておりますが、その一

環として、当文化財センターの業務内容や埋

蔵文化財保護の重要性を多くの皆様方により

深くご理解いただけるよう広報紙 『房総の文

化財』を発刊することにいたしました。

この広報紙は、広く県民の皆様方に御利用

していただけるよう多くの方々の御協力を得

て、より充実した内容にしていきたいと考え

ております O 今後とも御指導と御鞭捷のほど

よろしくお願いいたします。

千葉県教育庁生涯学習部

文化課長 白石竹雄

貴重な発掘調査が相次ぎ、新たな考古学ブー

ムを呈している感もあります。折しも週休  2

日制が論議され、生涯学習時代が到来しつつ

あります。この時期、文化財センターから広

報紙が発行されることは、誠にタイムリーな

企画といえましょう。

この広報紙は、埋蔵文化財保護の大切さを

普及することを目的として 、最新の考古学や

文化財センターの業務等埋蔵文化財に関する

さまざまな情報を公開するためのものです。

多くの方々が、遺跡の現地探訪の手掛かり

として、また、考古学情報を知る資料として

この広報紙を有効に活用されることを願って

やみません。さらに、これを機会として郷土

の歴史を知ることを生涯学習のーっとされれ

ば望外の喜びとするところです  O 

知的世界へのいざない
元専務理事鈴木武次

文化財センターができて約20年。広報紙の

創刊は、まことに時宜をえた企画です。

縁の下の力持ちみたいな文化財セ ンタ ーの

仕事の内容を広く知ってもらう、またその仕

事の成果である調査 ・研究の結果や、出土 し

た“もの"の情報を、紙面でわか りやすく解

説し提供する  D そして、いろいろな時代につ

いて、地域のかたがたに、郷土の変化を考え

てもらい、知的世界への探求へと、いざなう

てだてとなることを期待しています。

追憶一法人の誕生に奔走したころ-
元庶務課長田中久美

怖いもの知らずとはこんなことかもしれな

い。寄附行為という言葉の意味さえもわから

ぬ者が、財団法人の設立という特命で異動を

命ぜられたのは、昭和48年度末のことであり、

いま当時を回想し誠に汗顔のいたりである 。

そして各方面の指導を仰ぎながら、やっと

のことで設立認可がおりたのは昭和49年11月 

1日であり、あれからすでに18年も経過し、成

熟した現在の文化財センターの偉容を目の当

りにし、諸処追憶しながら感一入である  O

現地説明会の推進策を
元調査班長杉山晋作

先日の踏査の折、現地で尋ねた農作業中の

人は、私も文化財の仕事をしているからと親

切に教えてくださった。こういうことは時々

あって、これも寒暑のなかを現場に立つ人達

の和があってこそのおかげと思う  O 次は調査

に直接携わらない人々への広報だろう  O たと

え調査途中であっても、毎週のように現地説

明会案内が新聞に出る近畿と較べて関東はま

だ少ない。隠密裡に行動した二昔前とは隔世

の感がする新たな広報活動の開始を喜びたい。

創刊号によせて
元常務理事 植松 震

埋蔵文化財が全国一の宝庫と言われる本県

において 、昭和 49年11月、開発に伴う遺跡の調

査と研究事業を実施する機関として、全国に

魁け千葉県文化財セ ンターが設立されて  18年、

以来数多くの調査と有意義な研究が行われ、

益々この事業が重要視されておりますことは、

当センタ ーの設立に携わった一人として誠に

感無量であります O 今後とも、関係各位の御

霊力により、本県文化財保護思想の普及に努

められますよう祈念してやみません。

県民の考古学をめざして
元調査部長(現当センタ一理事)西野 元

「モノがザクザク出ると思ってた」初めて

発掘に参加した若い人の感想である。

新聞やテレビを発掘調査のニュースが賑わ

すようになったことは、考古学が市民権を得

た証しでもあろうが、 一方で「ロ マンの考古

子」ともいうような誤解も生まれた。

華やかな報道の背景にある調査研究者の姿

や歴史を解明する道程などを人々に伝え、そ

こから埋蔵文化財を大切にする心が芽生える

ような広報となることを望んでやまない。

広報紙の刊行に寄せて
元調査班長種田斉吾

現在、中学校に勤務し、授業では社会科を

担当しております。歴史的分野の学習では、

生徒に「歴史に対する興味や関心を高める 」

ことが重視されており、さまざまな資料を積

極的に活用することが大切になっています。

広報紙の「埋蔵文化財アラカルト」などは、

ファイルして授業でも使っていける、わかり

やすい興味あるシリ ーズをお願い致します。

最後になりますが、文化財センターのます

ますの充実発展をお祈りいたします O 
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1.どのような事業をしているか

遺跡等埋蔵文化財の調査研究及び文化財保

護思想のかん養と普及などを図るために、次

の 4つの事業を実施しています。� 

(1) 発掘調査事業

県内には数多くの遺跡があり、国及び県の

公共事業を行うときには、事業地内に所在す

る遺跡の取扱いについて、県教育委員会と事

業者との問で話し合いがなされます。遺跡は

壊されるとふたたび元へ戻すことができませ

んので、できるだけそのままに保存すること

を原則としていますが、やむを得ない場合は、

当文化財センターが発掘調査を行って、その

内容を整理して、発掘調査報告書としてとり

まとめています。� 

(2) 研究事業

発掘調査された遺跡・遺物から本県の歴史

を明らかにするための研究を行い、その成果

をとりまとめた『研究紀要jや、わかりやす

く各時代の歴史を説明した『房総考古学ライ

ブラリーJを発行しています。

また、県内の遺跡から出土した金属器や木

器を腐食から守るため、それらの遺物保存処

理も行っています。� 

(3) 文化財普及事業

一般県民の皆さまを対象に、埋蔵文化財に

親しみをもっていただくために、発掘調査中

の遺跡で現地説明会を開催したり、出土遺物

の公開展を開催したりしています。� 

(4) 研修事業

県内市町村教育委員会及び地区文化財セン

ターの方々を対象にして、埋蔵文化財に関す

る知識と技術を高めていただくための研修会

を実施しています。

2. 組織はどのようになっているか

当文化財セ ンターは、千葉県教育委員会に

よって設立された財団法人であり、昭和� 49年� 

11月� 1日に設立され、千葉県教育庁内に本部

をおきました O 同年12月に千葉県亥鼻� 1丁目� 

3番目号に本部を移転して本格的な活動を開

始しました。これ以降、本部は、昭和60年� 4月

に千葉市葛城� 2丁目10番� 1号、平成� 2年� 6月

に四街道市鹿渡無番地(現在809-2)に移転し

て、現在にいたっています。

役員は、会長(千葉県知事)、理事長(千葉

県教育委員会教育長)、副理事長、専務理事、

常務理事、理事、監事によ って構成されてお

り、事務局の組織 (86名)は次のとおりとなっ

ています。

庶務課決算及び経理、

人事、服務等に関するこ

と

管理第一課事業計画、予

算管理、契約等に関する

こと

管理第二課調査補助員の

|事務局長| 雇用、労務災害、福利厚

生等に関すること

研究部埋蔵文化財の研究、

資料の収集、出土遺物の
保存処理、広報・普及に
関すること

調査部埋蔵文化財調査の

企画及び実施に関するこ

と� 

3 .本部施設はどのようになっているか

本館は� 4階建て、別館は� 2階建てです。当

文化財セ ンターでは本館の� 1'"'-' 3階と、別館

の� l階を使用しています。

本館�  

1階の大きな玄関を入ると、左側に庶務課

の受付が見えます。当文化財センターにご用

の方はここで受付していただきます。玄関を

上がって廊下を左側に行くと、手前に先ほど

の庶務課の室があり、その先に管理課、役員

室と並び、廊下の突き当たりは図書室です。

ここには県内外の発掘調査報告書を中心に、

考古学、古代史に関係する約25，000冊の図書

が収蔵されています。� 

2階へ上がると、正面が会議室です。その

前の廊下を右側に進むと調査部の室がありま

す。全県下にある各現地事務所には、ここか

ら指示が出ます。さらに廊下を進むと展示室

があります。ここでは、まだ報告書で発表さ

れていない考古学上の貴重な遺物を展示した

り、職員が調査・研究するうえで必要な資料

を保管しています。そのとなりは研究部の室

です O ここでは、 『研究紀要j r房総考古学ラ

イブラリーj r研究連絡誌』の編集・刊行を行

ったり、調査で得 られたデータの保管・活用

方法の研究と実践、資料の貸出しなどを行っ

ています。廊下の突き当たりは第� 1収蔵庫で

すO ここには、おもに図面や写真の資料を保

管しています。会議室の前の廊下を右側に進

むと、その先は別館� 2階につながっています。� 

3階は、調査部の四街道事務所にな ってい

て、発掘調査現場に行く職員の基点になって

いるほか、多数の調査補助員が、土器の接合・

復元及び図面の作成など、報告書刊行へ向け

本部・四街道事務所

ての整理作業を行っています。

別 館 �  

1階の玄関を入って右側に行くと、研究部

の保存処理関係の各室があります。 ここでは

発掘調査で出土した、金属器、木器などが錆

ぴたり、腐ったりしてその資料的価値を失わ

ないよう、化学的処理によって保存する作業

を行っています� O また、� X線写真撮影装置や

赤外線テレビシステムなども置かれていて、

科学的な考古資料調査もできるようになって

います。

図書室、展示室については、閲覧や見学は

自由にできるようになっておりますが、その

際には、事前にご連絡くださるようお願いし

ます O 
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住:属:か訟:ffi:まじた:遜� E
 辺 住まいの移り変わり などが用いられたと思われます。:り鏡:q:女;

市原市草刈遺跡K区の竪穴住居から、直径� 

5.4cm の小さな鏡が出土しました。背面の文

様を見ると、平たい縁に続いて� 3重の区画が

あります。まず、斜めにめぐる楠歯文帯、次に� 

2本の線で区画された幅約� 6 mmの帯、そして

中央に紐が
ちゅう

あります。この真ん中の帯の所々

に正体不明の凹凸が見えます。これとよく似
み

た鏡には、� A女を意味する文字をもつものが

あります。この鏡には、品りさげるための不

託があけられていますので、亙女が身につけ

ていたのかもしれません。 (白井久美子)

窓生遺跡の調査始まる

木更津市のふ福f!?べりにある香主遺跡はか

つて多量の木製農耕具を出土したことで、奈

良県謡音遺跡 ・静岡県全車遺跡とともに日本

の三大農耕遺跡として著名な遺跡です。今回

はその南西部を調査する予定であり、弥生時

代の集落のひろがりや古墳時代の大溝の続き

など、多くの成果が期待されます。写真は遺

跡を西から見たもので、現在は水田になって

いますが、皆さまも発掘調査で過去の菅生を

の ぞいて見 ませんか。(高梨俊夫)�  

...号墳の;域紛リ:2:::実未審議� 
印旗沼を見おろす1400年ほど前の古墳から、

着飾った女人や馬の埴輪がズラリと立ち並ん

でみっかりました。いままでは、古墳の上に

どのように埴輪を立てたかについては、あま

りよくわかっていないため、 貴重な資料とし

て注目されています。お墓にいろいろな形の

埴輪を立て、古代の人々がどのような気持ち

を込めて亡き人をあの世に送ったのか。保存

状況の良いこの古墳は多くのことを私たちに

語ってくれることでしょう。(糸原 清)

第� 1回 旧石器[先土器]時代

約� 1万年以上前の旧石器時代の住まいのよ

うすは、実のところそれほどよくはわかって

いません。日本で断片的にわかっている資料

や外国で発見されている住まいから、住まい

のようすを復原してみましょう。

住まいの員跡は、全国的にみても数例しか

発見されていません。浅い皿状の掘り込みや

穴が数例発見されていますが、おそらく、地

表に深く穴を掘ることはまれで、地表面に細

い柱を建て、軽くて簡単な上屋をつくったと

考えられます。テントのような住まいを考え

てよいかもしれません。

住まいは、どのような材料でつくられてい

たのでしょうか。骨組みには木、象や鹿など

の動物の骨や牙が、屋根には家長ゃ横長、草

炉と思われるものとして焼けた土が発見さ

れています。調理 ・暖房 ・照明施設である炉

はどこにあったのでしょうか。いまのところ

住まいの内か外かは、はっきりとはわかって

いませんが、いずれにしても住まいの近くに

あったと思われます。 (新田浩三)
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1.埴輪って何ですか?

埴土(粘土のこと)でつくった円い筒とい

う意味です。古墳を聖域として区画したり、

その偉大さを誇会したりするために、古墳の

頂与周囲を取り巻くように設置されました。

古墳の規模の変化につれて、角福埴輪だけ

でなく、写実的な大小さまざまな種類の埴輪

がたくさんつくられました。埴輪からは、当

時の葬送儀礼のようすや人々の生活、考え方

などをうかがい知ることができます。� 

2.埴輪にはどんなものがありますか?

円筒埴輪と彩家埴輪があり、形象には人

物・ 動物 ・器財 ・家形などがあります O 人物
み

では武人 ・農夫� .A女などがあり、動物には

いのしし

犬 ・馬 ・牛 ・鹿 ・猪 ・猿 ・鶏 ・鷹
たか

などさまざ

まな官家がみられます。器財には武器や武

具、長長用道具類、食事用具、舟など種類も

豊富です。家形には住居や倉庫を表現し たも

のがあります。� 

3 .どうすれば発掘の見学ができますか?

遺跡の発掘調査を行っているのは、県及び

各郡市単位にある地区文化財センターや市町

村教育委員会です。したがって、発掘現場の

見学を希望する場合は、 地元教育委員会か調

査を行っている文化財センターに問い合わせ

ることが必要です。また、遺跡の現地説明会

や博物館、公民館主催の遺跡見学会もありま

す。開催日時などについては県や市町村の広

報紙や新聞案内欄等に掲載さ れますので、日

ごろから注意してご覧ください。� (斉藤 茂)







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)

展示風景



出土遺物公開展ー最近出土の考古資料ー

先土器時代 縄文時代

• 
弥生時代� 

3 
3 

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)
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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

一

一十調査研 究部卜

一

一

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� 

• 
 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。
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新たな年を迎えて
新年明けましておめで

とうございます。新しい

希望の年、平成 6年を迎

えまして皆様方の平安と

ご多幸を心からお祈り申

しあげます。

さて、財団法人千葉県

文化財センターでは、昨平成� 5年� 4月から創

立以来の組織の大改編を行い、新たな出発を

いたしました o 昨年はこの新体制のもと、開

発事業等に伴う調査、あるいは研究・教育普

及活動など役員と職員が一丸となって業務に

遁進し、計画どおりに事業を推進することが

できました o

財団法人 千葉県文化財センタ一

理事長奥山 浩

とはいえ、ひとたび社会の動向に思いをい

たすとき、内外の諸情勢はますます厳しく、

緊張の度を深めており、経済情勢と強く関わ

って運営されている当文化財センターとして

も決してこの荒波から超然としていることは

許されません。心を新たに一層引き締めて財

団の運営にあたる所存でございます。

本年11月� 1日には当文化財センターは創立

満20周年を迎えます。この節目の年にあたり、

来しかたへの反省を踏まえ、来たるべき21世

議己への当文化財センターの展望を確固とした

ものとすべく、本年も組織をあげて積極的に • 
取り組んでまいりたいと思います。なお一層

のご支援を心からお願い申し上げます。

出土遺物公開展 


遺跡説明会でのひとこま

できたよ!できた? 一未来にのこすおゆみ野の遺跡一

平成� 5年� 8月28日(土)千葉市緑区おゆみ野

ニュータウン内に残る有吉北員塚など� 3か所

の縄文時代の員塚を歩いてみよう、という見

学会を行いました D この地になぜ員塚がこん

なにあるのかを説明し、遺跡を未来に残すこ

との大切さを知っていただきました o

また、貝塚にちなみ、貝のプレスレット作

りなども体験していただきました。(田形)

袖ヶ浦市山谷遺跡 一中世街道と市の跡一� 

一一知っていますか?もうひとつの千葉ニュータウン一一

千葉ニュータウンの発掘調査は昭和45年か

らはじまり、いままでに調査された遺跡は70

平成� 5年10月23日(土)に山谷遺跡の見学会 か所以上をかぞえます。この問、住宅開発が

は、 250人以上の参加をえて盛大に開催されま 進み、現在では高層ビルの立ち並ぶ近代的な

した O
景観をみせています口

いただき、印西町中央駅前センターの会議室

を会場に昨年11月13日(土)から11月21日(日)

まで開催いたしました。先土器時代から近世

まで、各時代の出土資料を中心にして解説パ

ネルや写真を用いて展示しました。とくに大
おお

η\Î山ケIワザ 令りIよψ.
 R付九 ~.lゲI片 
この遺跡は小字の地名を「鎌倉街道」とい

こうしたなかで、地元のみなさんをはじめ 未苔 2号墳の発掘調査を撮影したビデオは、

多くの人々に、千葉ニュータウンのむかしを 埴輪の発掘されていくようすがよくわかり好.\I父万万r了了~ごと万刀η7 川川川川ふI什叶作 J 五万ごケ. います。まさに地名どおりに鎌倉時代にまでF I十ド?十ドIベ川川吋;円片片巾叫IIプ江江Iよ乙J;;LL:(:?日》川
仁I九I Lγ?虫長
~γ5レ十目� 一� 

理解していただくために出土遺物展「一知っ 評でした。
さかのぼる街道と市場の跡が、県内では初めI¥
. 
 11 
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ていっしょに発見されました。考古学が、大 ていますか?もうひとつの千葉ニュータウン� 連日100人をこえる見学者が訪れ、多くの

. 
昔ばかりを研究しているわけではないことを jを企画しました。 人々にあらためて郷土の歴史に愛着を感じて

l y 司� 1":ιザム-‘・.-..、�  I周

知っていただけたことと思います。(柴田)� この展覧会は、印西町教育委員会に後援を いただけたものと思います岡田)



発掘調査速報 

なかうるがひろ

市原市中潤ケ広遺跡

市原市潤井戸にある遺跡で、14万m2
(マリン

スタジアム  5個分の広さ)の発掘調査を行っ

ています。ここからは、弥生時代中期から後

期にかけての竪穴住居跡が多く発見されまし

た。そのほかに方形周溝墓(溝で四辺を区画

したお墓)や縄文時代・古墳時代前期の竪穴

住居跡、古墳や奈良時代のお墓などいろいろ

なものがあります。

今回の調査で特筆すべきことが二つありま

す。一つは弥生時代後期の住居のなかから石

剣がみつかったことです。千葉県内では遺構

から出てきたのは初めてです D 石剣は中途で

折れていて、切っ先はなくなっていますが、

刃の部分は非常に薄く、いまでも切れそうな

感じです。

もう一つは弥生時代の方形周溝墓に塚のよ

山武町小川崎台
おがさきだい

古墳群

小川崎台古墳群は、九十九里浜に近い山武

町にあり、前方後円墳  3基と円墳  4基からな

っています。高速道路がつくられるため、こ

のうちの  3基を発掘して、古墳の形やどんな

ものが埋められているかを調査することにな

りました o

そのなかの一つは、長さが約30mの前方後

円墳で、 6世紀にさかのぼる埴輪が発見され

ました。埴輪には、筒形のもの(角筒埴輪)

や円筒の上の部分がおおきく聞いた形のもの

(舗顔形埴輪)、それに鳥や馬の形をしたも

のなどもあります D

写真の埴輪は首飾りをした人物で、調査が

進むにしたがい顔の部分がみつかるかもしれ

ません。

この古墳群の北側、境川をはさんで反対側

うな土盛りがみつかったことです。土盛りは

わずかに20cmしか残っていませんが、関東ロ

ーム層(赤土)や黒土が盛ってありました。

人が埋葬されていた四角い掘り込みもみっ

かり、そこにも赤土が敷き詰められています。

土盛りの発見された例は県内でも少なく、

貴重な発見といえましょう  o (小林)

の台地の上には千葉県のなかでも古墳の数が

多いことで有名な麻生新田古墳があります。

また、近くの島戸境  1号墳からは、葬られた

人の地位の高さを示す銅の鏡が  4枚も発見さ

れ ています.

小川崎台古墳群の調査によって、今後どの

ようなものが出てくるか楽しみです。(永沼)

古墳特集 古墳のかたち

あなたは古墳つてなんだか知ってますか?

ニュースにもときどき登場しますね。どこそ

この古墳から何々が出てきた、といった話を

耳にしたことがあるでしょう。

古墳とは  3世紀から  7世紀にかけて、土を

盛り上げてつくったそのころの権力者のお墓

のことで、あとからお話する横穴などを含め

る場合もあります。

今回は、その古墳の代表的なかたちをご紹

介しましょう  o 普通、古墳は上から見たかた

ちでわけられます。上からみて円形のものを

円墳
ぷん

、四角形のものを方墳と
ほうふん

よんでいます。

では、前方後円墳
ぜんぽうこうえんふん

とはいったいどのような

かたちをしたものなのでしょうか。おなじよ

うに上から見ると、前のほうが四角形や台形

で、後ろが円形のかたちをした古墳というこ

とになります。

えっ、古墳に前や後ろがあるのかつて?

じつは、この呼び方は古く、江戸時代の学者

後円形の設計図の痕跡が発見されています。

これに似たものに後円部にあたるところが四
ぜlv

角形になった前方後方墳も
ぽうこうほうふん

あります。

ほかに、横穴という、山の斜面に穴を掘っ

て遺体を納める場所をつくったお墓も県内に

たくさんあります。(永沼)

発掘された古墳

空からみた前方後円墳と円墳(千葉 人形塚古墳) 直径30 mの円墳(千葉石神  2号墳)

空からみた前方後方墳と方墳(佐倉飯合作遺跡) 山の中腹に掘られた横穴(茂原 山崎横穴群)



埋蔵文化財アラカルト
 犬の考古学 

今年は成…イヌ年です。そこで犬をたずね 鐸です。この銅鐸には弓矢をもっ人物と猪、

て、時間と空間をこえた考古学の旅に出てみ その猪を取り囲む� 5匹の犬の絵が鋳出されて

ることにしましょう� o います。犬はみんなぴんと尻尾を立て猪を追

ここは、大阪府茨木市の昼神車塚、今から� い込んでいます。吠えかかる声が聞こえてく

1450年ほど昔、古墳時代後期の古墳です。この るようなみごとなものです。

古墳には尻尾をく 旅は最後は千葉県で飾りましょう。小見川

るりと巻き首輪を 町の白井大宮台員塚です。当文化財センター

つけた犬の埴輪が の調査により、縄文時代の中期、今から約4500

立てられていますo 年ぐらい前の穴の

そして、犬の埴輪 中から一体の人骨

と並んで猪の埴輪 と並んで一緒に埋

もみえます。犬の 葬されたらしい犬

埴輪は全国各地の の全身骨格が発見

古墳から出土しており、房総風土記の丘の竜 されました。ここ

角寺古墳群第101号墳でも犬と猪の埴輪が発 からは子どもの猪
犬の全身骨格(大宮台貝塚)

見されています。 の骨格も発見され

旅をいそぎます。 ています。これも埋葬されたもののようです。

四国は香川県です。 今までの旅で見てきた犬と猪の組み合せがこ

昔この香川県で発 こでもみられます。そういえば犬と猪は、十

見されたと伝えら 二支でも子丑寅……戊亥、ネ・ウシ・トラ……

れる、今から約2000 イヌ・イノシシと一番最後に並んでいました

年以上前の弥生時 銅鐸絵画(伝香川県出土) ね。不思議なご縁です。(高木)

代につくられた銅� 

犬の埴輪(昼神車塚古墳)

EZ圃sE住まいの移り変わり

第� 4回古墳時代

古墳時代の人々の住まいは、弥生時代と同

じように、地面を掘りくぽめた竪穴住居です。

竪穴のかたちは、古墳時代の初めのころに

は弥生時代によくみられた小判形からしだい

に変化し、隅が丸みをおびた四角形、中ごろ

には四隅が直角になります。後半の時期には� 

7mから� 8mの大きなものが多くみられますo

竪穴住居のなかには� 4つの柱穴とはしごを

固定した穴がみつかります。はしごを降りる

と柱だけが立つワンルームに入ったようですo

部屋のなかでは、古墳時代の中ごろまで真

ん中より少し奥に、床を簡単に掘りくぽめた

だけの「炉Jをつくり、煮炊きをしていまし

たo それが後半になると奥の壁ぎわに「かま

ど」がつくられるようになり、煮炊きはもっ

ぱらそこで行うようになります。かまどのま

わりから土器がたくさんみつかるのもそのた

めです。柱と壁の聞は、わらやむしろを敷い

て、くつろぐための場所になっていたのかも

しれませんo 太田)

まちがいさがし (絵大鷹)

、
rI 

rif!訴¥

古墳時代初め(左)と中ごろ(右)の住居

丸みをおびたものから四角いかたちに変化し

ている。赤く焼けた炉がみられる。

古墳時代後半の住居とかまど(上)

入り口の反対側にかまどあり、かまどの上や

まわりにかめなどがおかれている。

前回のまちがいさがしの解答

右上の建物がまちがいです。弥生時代の

人々は、中央にある建物に住んでいました。

右上のものは鎌倉時代に武器などを収めた

倉庫です。(横山)

E理軍置
古墳時代の食べ物にはどんなものがあったの

ですか?

弥生時代とおなじように、お米を主食にし

ていたようで、百(土製のせいろ)で蒸して

食べるようになりました o 私たちがお祝いの

ときなどにご馳走になる赤飯やチマキといっ

たものは、そのころのなごりでしょうか。そ

のほかに、アワ・ヒエや海の幸、山の幸など

も食事をかぎったことでしょう� o 今でいう

「健康食品」に通じるところがありますね。

土器の名前で土師器とか須恵器とかいうのが

ありますが、いったいなんのことですか?

どちらも古墳時代から平安時代にかけてつ

くられた土器のことです。主前嘉は、弥生土

器の伝統をついだ素焼きのもので、火に強い

ため、煮炊きに適しています。

会会、嘉は、� 5世紀ごろ朝鮮半島から作り方

が伝えられましたo これは立派な窯を使って

つくられたかたい焼き物で、水がもれにくい

ことが特徴といえるでしょう。(白鳥)







四街道市小屋ノ前遺跡

四街道市物井
ものい

の台地上にある

遺跡です。平成元年から調査が

行われ、旧石器時代~中・近世

にわたり、竪穴
たてあな

住居跡や掘立柱
ほったてばしら

建物跡などが発見されています。

とくに旧石器時代においては

直径約40mにもおよぶ環状
かん

ブロ

奈良時代のお祭り跡

千葉市中央区生実町に
おゆみちょう

ある
たね がやっ

種ケ谷津遺跡は、古墳時代(6 

'"'-'7世紀)を中心とした大きな

ムラの跡ですが、今回の調査で

は8世紀中頃~後半とみられる

お祭りの跡が発見されました。

それは遺跡北側の谷に面した斜

発 掘調

ックの石器群が見っかりました。

また、縄文時代後~晩期の遺物包含層
ほうがんそう

から

は、石鉱
せきぞく

(矢じり)の製作跡を思わせる多量

の未製品が出土しました。(白鳥)

面にあり、 長弐用の小さな鏡(在最皇という

銅と鉛の合金で作ったペンダント)・奈良三
さん

諺のふ議などと共に、非常に多くの土器が集

中 的に出土しました。(百瀬)

査速報

印西町南箇ふ祥遺跡

遺跡は、ニュータウン中央駅から少し東へ

行った所にあります。調査では、平安時代の

住居跡(9世紀前半)が約20軒発見されました。

瓦職人の「ひとりごとj一市原市川焼瓦窯跡一

おれたちは、奈良の都から上総国に
かずさのくに

きた瓦

職人だ。今度、各地の国の中心地に「国の寺� J

である国分(僧)寺・国分尼寺のふたつを建

このうちの� 2軒から、古代の瓦

が� 1枚ずつ見っかりました。こ

の瓦は、奈良時代に造られた寺

(大塚前
おおつかまえ

遺跡)に使われていた

瓦と似ています。� 1kmの道のり

を当時の人が大切に運んでいる

ことが想像されます。何のため

に拾ってきたのでしょうか。

(及川/)

てよ、という命令が出された。

おれたちの仕事は、「窯」をつく

り、寺の屋根に葺
ふ

く瓦を焼くこ

とだ。瓦を焼くには、材料の粘

土や薪・水などがたくさん必要

で、ここは川にも近く、焼きあ

がった瓦は舟で運べるので、い

い場所のひとつなんだ。

(田形)



市代史ミステリーツアー

古代のムラ栗焼棒遺跡 

]R総武本線の下り電車(千葉発銚子行き)

が日向
ひゅうが

駅を走り出し、ゆるやかなカーブを曲

がり、成東の街が見え始めたころ、電車の左

窓に広がる山の上にある遺跡が栗焼棒
くりやきぼう

遺跡で

す。山武杉がまわりをとりかこみ、電車の窓

から見ることはできませんが、今日は、写真

で栗焼棒遺跡をのぞいて見ましょう O

中央左の写真は、今から 1，300年ぐらい前

(古墳時代後期)の住居のあとです。ここか

らは、たくさんの住居のあとが発見されまし

た。かたくしまった床の下からは、柱穴が見

っかり、建て替えが行われたことが分かりま

した。住居の建て替えは、古い家を広く造り

かえたもので、中心から四方に広がるものや

一方の隅
すみ

を基準に拡張す
かくちょう

るもの、カマドや入

り口を基準に広げたものなどさまざまです。

すべて、小さな住居を大きくしていることか

ら家族が増えることによって、家を造りかえ

たのかもしれません。この住居も三度の建て

替えによって、写真のような大きさになった

ことが分かりました。

中央右の写真は、掘立柱建物のあとです。

補助員さんたちの入っている穴(柱穴)に柱

を立てて、現在でも見られるような建物が建

っていました。梁行
はりゆき

3間
けん

(写真の左右の柱の

問の数)、桁行
けたゆき

9問(写真の上下方向の柱の聞

の数)が 1棟確認されました。また、梁行 4

間×桁行10間の掘立柱建物も見つかっており、

今から 1，250年ぐらい前(奈良時代)の役所の

建物であったのかもしれません。

そのほか、ここからは、旧石器時代の石器

群・平安時代の竪穴
たてあな

住居跡・中世の溝・江戸

時代の塚などが発見されました。また、この

周辺には駄ノ塚古墳など古墳群が数多くあり

ます。

もし、 ]R総武本線の車窓から栗焼棒遺跡、の

ある台地を見る機会があったら、ここに住ん

でいた人たちの生活を想像し、古代のロマン

にひたってください。(半津)



埋蔵文化財アラカルト


置酒圏~・ 住まいの移り変わり

第� 5回古代

古代(奈良・平安時代)に入ると、人々の

住む家はそれまでと同じような竪穴
たてあな

住居のほ

かに、掘立柱建物という住居が登場します。

これは竪穴住居のように地面を掘り窪めずに

柱だけ地中に埋めて作るタイプのものです。

住居としてだけでなく、倉庫などにも利用さ

れていました。掘立柱建物には高床の建物と

地面をそのまま床にした建物があったようで

す。下の絵を見ていただくとわかるように、

住まいの形態はより現在に近づいているよう

ですね。

これまでは、竪穴という限られた空間の中� 

まちがいさがし� 
E E

・・
守

-

に柱を立て、屋根を葺いていました。しかし

掘立柱建物の建て方ですと、柱の数や配置・

太さを変えることによって、ある程度自由に

家の大きさや形を作ることができるようにな

ります。当時の都、平城京(現在の奈良市)

では一辺が1.5mにもおよぶ柱穴も見つかっ

ています。

一方の竪穴住居ですが、縄文時代以来長い

間続いた歴史も平安時代になると急速に衰え

小型化してしまいます。こうした竪穴住居は

一辺が� 2mほどしかなく、カマドも小さく、

床が軟らかく、柱穴が見つからないものが多

いようです。上には、テントのように屋根を

畠けていたのかもしれません。(立和名)

前号の解答

1.炉とカマドは、どうちがうの?

炉は煮炊きの他に暖房や照明といった役目

も兼ね、縄文のむかしから家のなかにありま

した。カマドは壁際
ぎわ

に囲
かこ

いを作り、熱が逃げ

ないよう、また屋外に煙を出すよう工夫して

煮炊き専用となりました。これは朝鮮半島か

ら伝わった技術で、1.550年前に全国に広まり

ました。その後いろいろ形をかえてきました

が、いまでは古い家で囲炉裏やレンガ造りの

竃を見かけるだけになってしまいました。

(谷) 

2. 力マドって、どのように作るの?

煙突の取り付け方によって形が違いますが

写真の例では煙突の部分だけ住居の壁を四角

に掘り込みます(九つぎに砂を混ぜた粘土で

煙突の手前に高さ30cmほどの「ハ」字の囲い

を作り、上にも粘土を貼って、そのまんなか

に丸い掛け口を開ければできあがりです(2)。

なんとなく洋式トイレみたいなかっこうです。

カマドの超りには鋪室.蒸語やお槌などが残

っていて、当時の台所のようすがよくわかり

ますね(l)。 (谷)

流山市上貝塚遺跡5号住居跡(古墳時代後期-1，400年前一)� 

3.黒曜石とは、どんな石ですか?� 

若者は、 山で拾ってきた黒い石をほかの石

でたたいてみた。パーン!黒い石が割れてか

けらがあたりに飛び、散った。

「いた一つ!J若者は、いっしゅん自分の

手をおさえた。

「どうした!Jまわりにいた彼の仲間がか

けよってきた。

「おお!血だ。手にけがをしているぞ。早

く手当てをしないとたいへんだ。J

「いや、たいしたことはない。それよりも

見ろ、この石を!これは、すばらしい切れあ

じだ。ちょっとふれただけで、おれの指がこ

んなに切れたんだぞ。J

手にけがをした若者は、あらためて黒い石

Iいままでおれたちは、この石のことを知

らなかった。だが、この石を使えば、いまよ

りもっと切れあじのいい道具ができるぞ。」

仲間たちは、ふしぎそうな目で、その黒い

石をくいいるように見つめるのだった...J

黒曜石は、火山の噴火が造りだした天然の

ガラスです。このような事件があって、石器

の材料として使われたのでしょう� o (落合)

-
q
d
d
 

カマドが壁から離れ

ているのがまちがいで

した。カマドは壁にく

っついていて、煙出
けむりだ

し

の穴が屋外に出るのが

ふつうです。(萩原)

・
一一一一.............一一一一・-.............
 一- ・ー ・一 一一一一- -ーす を仲間にかざした。~... .... ~...-

(絵横山)
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