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3遺 物

第12表 金属製品一覧 (1)

挿図 挿図番号 図版 地 区 遺構番号 出土地点 種類 長 (cm) 幅 (cm) 厚(cm) 重 (賓 ) 材質 備 考

173 2001´ウ2003 A2 SK4615 Ⅲ層 銅銭 成平元宝、明道元宝

2004 A2 SK4615 銅銭 淳化元宝

2005 A2 SK4615 銅銭 元豊通宝

2006^-2008 A2 SD460] X70Y79 銅銭

B2 X83Y145 1層 鋼銭 天□通宝

2010・ 2011 B2 X102Y173 Ⅲ層 銅銭 2枚くっついている

2012 B2 X87Y 78Ⅱ

'冒

飼 銭 開元通宝

2013 B2 X87Y178Ⅱ 層 銅 銭 0 228 固定通宝

2014 B2 X87Y 78Ⅱ

'詈

銅銭 0 388 □□通宝

2015 B2 X87Y 硲 Ⅱ層 銅銭 0 祥符元宝

2016 B2 X87Y 78Ⅱ
'膏

釦 銭 0 328 □□元宝

2017 B2 X87Y 78 Ⅱ層 銅銭 0 大観通宝

2018 B2 X87Y 78 Ⅱ層 銅 銭 0 309 天□元宝

173 2019 B2 X87Y 781)冒 銅 銭 0 323 太平通宝

2020 X87Y 78 Ⅱ

"雷

銅銭 0 305 紹聖元宝

173 X87Y 78Ⅱ ナ詈 銅 銭 0 淳熙元宝、裏「十、一」

2022 X87Y178Ⅱ 層 銅銭 0 熙寧元宝

173 2023 X87Y 78■ )日 銅銭 0 407 天□通宝

173 2024 X87Y 781)冒 銅銭 0

173 2025 X87Y 78Ⅱ サ詈 9Fl銭 0 □□元宝

2026 X87Y 78Ⅱ

'膏

銅銭 0 336 政和通宝

2027 X87Y 78Ⅱ 層 銅 俊 0 372 治平元宝

173 2028 X87Y 78Ⅱ
'詈

銅 銭 0 淳化元宝

2029 SD4020 X120Y185 銅銭

XlllY87 飼 銭 寛永通宝、新寛永

SK4085 銅銭 治平元宝、破片3点

2032 C SK5124 銅 銭

C SK5150 銅銭 至道元宝 995

2034 C 銅 銭

2035 SEl15 刀 子 鉄

2036 X100Y173 1層 棒 状 鉄

2037 SD701 X90Y185 棒状 鉄

SE740 棒状 鉄

SD750 X88Y182 板 状 1068 鉄

2040 X101Y170 Ⅱ層 鉄津 1039

2041 X88Yl鬱  Ⅱ層 鉄 津 7701

2042 X46Y157 Ⅱ層 鈴 銅

2043 X52Y166 Ⅲ層 釘 307 鉄

2044 X33Y173 Ⅲa層 棒状 鉄

2045 X30Y180 Ⅳc層 11 鉄

2046 B3 SD729 X58Y150 釘 11 269 鉄 棒 状

174 2047 B3 X46Y151 Ⅲa層 棒 状 鉄

174 2048 B3 X46Y150 Ⅲa層 棒 状 11 203 鉄

174 2049 B3 SKl104 棒 状 342 鉄

174 2050 B3 SKl159 上 層 釘 鉄

174 2051 B3 SE1269 X55Y160 釘 鉄

174 2052 B3 SK1411 X55Y177 刀 子 鉄

174 2053 B3 SK1499 刀子 1953 鉄

174 B3 X37Y180 Ⅱa層 刀 子 ll 鉄

174 2055 B3 SK1371 板状 鉄

174 2056 B3 SK1695 板状 (小刀) (110) 鉄

174 2057 B3 X60Y146 1a層 輪状 30(径 ) 鉄

174 2058 B3 排土中 輪 状 鉄

174 2059 B3 SX1360 X46Y160 輪状 鉄

174 2060 B3 SX1360 輪状 I〕 鉄

174 2061 B3 X46Y151 皿a層 鈎状 252 鉄

174 2062 B8 X46Y176 Ⅲa層 鍋 300(口 ) 鉄

174 B3 X56Y180 Ⅱa層 鉄津 2752

2064 B3 SK1695 鉄津 40 1581

175 2065 B3 SD1057 X47Y168下層 鉄 津 4ユ 1389

175 2066 B3 SKl104 鉄滓

175 2067 B3 SKl104 鉄津 47 377

175 2068 B3 SE1269 鉄津

175 2069 B3 X41Y151 Ⅲa層 鉄津 665 鉄

175 2070 B4 SK2055 鏃 鉄 板状部分と棒状部分有り

175 2071 B4 X55Yl守  Ⅲc層 釘 鉄

175 2072 B4 SD2032 X66Y148 釘 11 鉄
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第Ⅲ章 遺構・遺物      |

第12表 金属製品一覧 (2)

挿 図 挿図番号 図版 地 区 遺構番号 出土地点 種 類 長 (cm) 中目(cm) 厚(cm) 重 (富 ) 材質 備 考

2073 B4 SK2187 板状 鉄

2074 B4 X65Y140 Ⅳc層 棒状 鉄

2075 B4 X43Y150 Ⅱa層 釘 325 鉄

2076 B4 SD2172 Xl19Y133 釘 鉄

2077 B4 SD2172 XHOY135(り層 釘 鉄

2078 B4 SK2075 υ層 釘 鉄

2079 B4 SD2172 X108Y133上層 釘 鉄

B4 X156Y133 1層 釘 鉄

2081 B4 SK3253 釘 鉄

2082 B4 X46Y148 Ⅱb層 棒 状 鉄

2083 B4 S106 刀 子 ■3 372 鉄

2084 B4 X87Y139 刀 子 鉄

2085 B4 S107 竪穴中央覆土中 棒 状 鉄

2086 B4 Xl14Y130 1層 取手金具

2087 B4 SK2318 下層 板 状 鉄 突起有

2088 B4 X88Y142 Ⅳd層 火 箸 鉄

2089 B4 S102 竪穴北壁際床面上 棒 状 358 欽 搭と考えられる

2090 B4S X44Y144 鉄 津

2091 B4S X35Y148 1b層 釘 1090

2092 C SK5206 小柄 11

2093 C X109Y65 1b層 釘 破片2点

2094 C SD5358 X90Y62 花瓶 (m8) 破片有り

175 2095 C SD5302 X89Y63 紅 皿 55(日 径) 23(器高 )

第13表 木製品一覧 (1)

挿 図
図

号

挿

香
図版 地 区

遺構

番号
出土地点 種 類

長

ｃｍ

幅

ｃｍ

厚

ｃｍ
唯
くｃｍ，

絲
くｃｍ＞

底 径

(cm)
備考

3001 A2 S D450 漆椀 ? 内面 に絵模様

176 3002 A2 S D450 X75Y73 漆椀 P 内面に絵模様

3003 A2 S D450 溶 赫 内外面 に絵模様

A2 S D450 漆椀 P 内外面に絵模様

8005 A2 D450 X77Y76 漆抗 内外面 に絵模様

A2 S D450 桶側板

176 3007 A2 S D450 K76Y75 稲側板 11

A2 S D450 棉側板 215

176 A2 S D450 稲側板 ll

A2 S D450 X75Y71 掃側板 212 11

176 A2 S D450 棉側板 211 ll

A2 S D450 掃側板 ll

176 A2 S D450 棉側板 lユ

A2 S D450 X75Y73 板状加工材

176 A2 S D450 桶側板 18

A2 S D450 棉側板

176 A2 S D450 X75Y73 曲物

177 A2 S D450 桶底板

177 A2 S D450 底板 227

3020 A2 S D4573 底 板 復元径 135

3021 A2 S D4577 底板 復元径126

3022 A2 S E4547 I層 箸 226

177 3023 A2 S D4568 漆椀 内外面に絵模様

177 3024 A2 S D4568 板 状

177 3025 A2 S D4568 桶側板 226

178 3026 A2 S K4518 柱

3027 A2 S K4505 柱

A2 S K4545 柱

3029 A2 S K4538 桂 270

A2 S K4「920 柱

3031 A2 X74Y68 棒状

A2 X77Y76Ⅱ 層 漆 杭 内面赤色

3033 A2 X77Y761層 木本し 「荒木 PJの墨書あり

A2 X67Y801層 板状

3035 A2 X74Y68 底板 復元径220

A2 X74Y68 底板 復元径220

3037 A2 X74Y68 底 板

3038 Bl S El15 狽J板

3039 Bl S El15 側 板

,99



第13表 木製品一覧 (2)

挿図
図

号

挿

番 図版 地 区
構

号

遺

番 出土地点 種類
長

ｃｍ

幅

ｃｍ

厚

ｃｍ

口径
(cm) 絲

でｃｍ＞
離
てｃｍ，

備 考

179 3040 B SE 5 側 板

179 B SE 5 側 板

179 3042 94 B SE 5 側板

179 3043 B SE 5 側 板 155

3044 B SE 5 側板

179 3045 B SE 5 馳板

3046 B SE 側板

179 3047 B SE 5 側 板

179 B SE 5 側 板 202

179 B S D284 板材

3050 B S D284 板 材

179 3051 B S D284 杭

179 3052 B2 S E731 板 状

B3 S E 1269 は し (125)

179 3054 B3 S E 1269 は し 177

B3 S E 1269 は し 205

179 3056 B3 S E 1269 ヘ ラ状

3057 B3 S E 1269 漆器抗

180 3058 B3 S E 1269 曲物底 244 l■ 0 復元径250

3059 B3 S E 1269 曲物底 228 復元径300

3060 B3 S E 1269 板 状

3061 B3 S E 1269 井戸枠材

3062 B3 S E 1269 板 状 333

3063 B3 S E 1269 板 状

3064 B3 S E 1269 板 状

3065 B3 S E 1269 板 状

3066 B3 S E 1269 板】犬

B3 S E 1269 棒】犬

3068 B3 S E 1269 お兵】犬 652

3069 B3 S E 1269 板状 289 11

3070 B3 S E 1269 板状

307] B3 S E 1269 オ夏】犬

3072 B3 S E 1269 板 状

3078 B3 S E 1269 板状

3074 B3 S E 1269 板 状 355

3075 B3 S E 1269 板状 574

B3 S E 1269 板状

B3 S E 1269 板状

97 B3 S E 1269 板 状

95 B3 S E 1269 板状

B3 S E 1269 板状 612

B3 S E 1208 曲物 388

182 B3 S E 1305 漆器皿 17

3083 B3 S E 1305 ザ ル

B3 S E 1305 ザ ル

B3 SD 漆器椀 ,1

3086 96 B3 SK 下 駄

8087 B3 SK 下 駄 ■0

96 B3 SK は し (140)

3089 96 B3 SK は し (154)

B3 SK は し (171)

B3 SK は し (157)

182 B3 SK は し

96 B4 S D 2172 X120Y 漆器椀 中層

96 B4 S D2172 Xl19Y 漆器椀 中層

X121Y 漆器椀

3096 96 B4 S D 2172 X120Y 加工材多数 下 層

96 B4 S D2172 X120Y 板 状 26 下層

96 B4 S D2172 X120Y 板 状 125 下 層

98 Xl18Y 木箸 (148)

B4 S D 2172 X120Y 木箸 (131) 下 層

98 B4 S D 2172 X120Y 木 箸 (104) 下 層

3102 98 B4 S D2172 X120Y 木箸 下 層

B4 S D2172 X120Y 木箸 下層

98 B4 S D 2172 X120Y 木 箸 中層

3遺 物
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第13表 木製品一覧 (3)

挿 図
図

号

挿

番
図版 地 区

構

号

遺

番
出土地点 種類

長

(cm)

幅

(cm)

厚

(cm)

口径

(cm)

器高

(cm)

底径

(cm) 備考

182 3105 B4 SD2172 20Y123 木箸 (219) 中層

3106 B4 SD2172 20Y123 木箸 (230) 中層

182 3107 B4 SD2172 X 20Y123 木箸 238 中層

182 3108 B4 SD2172 X 20Y123 木箸 中層

1[境2 3109 B4 SD2172 X 20Y 木箸 中層

182 3110 B4 SD2172 X 20Y 棒 状 608 下層

B4 SD2172 X120Y 棒状 460 中層

3112 B4 SD2172 X120Y 板 状 325 下 層

3113 B4 SE2090 井戸用材 (曲物) 296 124

3114 B4 SE2090 井戸用材 (曲物) 160 )7

3115 B4 SE2090 木蓋 復元径240

3116 B4S SD3501 X38Y146 漆器椀

3117 B6 SE4120 箸 (136)

3118 B6 SE4120 箸

3119 B6 SE4120 箸

3120 B6 SE4120 箸 200

3121 B6 SE4120 箸

3122 B6 SE4120 箸

3123 B6 SE4120 箸 204

183 3124 97 B6 SE4120 井戸枠 (側板) 408

3125 97 B6 SE4288 井戸粋

3126 B6 SE4120 井戸枠

183 3127 97 B6 SE4120 井戸枠

184 3128 B6 SE4120 井戸枠

8129 B6 SE4120 井戸枠

184 3130 B6 SE4120 井戸枠

3131 98 B6 SE4120 井戸枠 94

184 3132 B6 SE4120 井戸枠 545

184 3133 )7 B6 SE4120 井戸枠

3134 97 B6 SE4120 井戸枠 (側 板 )

184 3135 B6 SE4288 井戸側板

3136 〕7 B6 SE4288 井戸側板

184 3137 C SD5302 漆器椀

184 3138 C SD5302 X90Y65 漆器椀

3139 C SD5302 メ認7Y60 漆器椀 59

3140 C SD5302 棒状

3141 C SD5302 箸 (130)

3142 C SD5302 箸

3143 C SD5302 X88Y61 箸 (190) OИ

3144 C SD5302 X88Y61 箸 (172)

3145 C SD5302 箸

3146 C SD5302 X88Y61 箸 224

C SD5302 X88Y61 箸 222

3148 C SD5302 底板 252

3149 C SE5212 板 152

3150 C SE510] 木 臼 4110 2個に割れている

3151 C SE5213 板状

3152 C SE5213 麟 282

C SE5213 山物 l18

3154 C SP5477 柱

3155 C SE5223 木 臼 10個 に割れている

粥 C SE5223 板 状

3157 C SE5213 曲物 4&4

C SE5272 山物 4&6

3159 C I ttX105Y79 漆器蓋 (2/1程度) 34

100 C SE5414 漆器椀

3161 100 C SE5414 板状

3162 99 C SE5472 棒状

C SK5150 漆器抗

3164 SK5234 漆器椀

3165 100 C SP酎56 円盤状

100 C SP5056 漆器椀

C SP5263 漆器椀 54 計測不可

3168 100 C SK5150 板状 93

3169 100 C SK5150 下駄 9B

第Ⅲ章 遺構 。遺物
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第13表 木製品一覧 (4)

挿図
挿図
番号

図版 地 区
遺構
番号

出土地点 種 類
長

(cm)

幅

(cm)

厚

(cm)

口径

(cm)

器高
(cm) 罐

くｃｍヶ
備考

187 3170 C SK5124 円盤状

187 317] C SK5124 桶 (側板 )

3172 C SK5124 桶 (側 板 )

3173 C SK5124 桶 (側 板 )

3174 C SK5124 桶(側 板 )

3175 C SK5124 桶 側板 433

C SK5124 桶 側板

187 η C SK5124 桶 側板 420

3 硲 C SK5124 桶 側板 449

187 79 C SK5124 桶 底板・側板・たが ■7

188 3180 C SK5124 底 板 879 870

188 3181 C SP5056 柱 390 296

3182 C SK5220 柱

188 3183 C 柱

188 3184 C SK5366 注 540 2個に折れている

3185 C SP5454 柱 445 140

188 3186 C 柱 ll1 3

3187 102 C SP5253 柱 18B

3188 102 C SK5356 柱

3189 102 C SP5255 柱

3190 102 C SP5123 柱

3191 102 C SP5218 柱

3192 102 C SK5263 柱 444 230 226

3193 102 C SP5476 柱 128

189 3194 102 C SP5265 柱 188

第14表 石製品一覧 (1)

挿図
挿図

番号
図版 地 区

遺構

番号
出土地点 種 類

長

(cm)

幅

ｃｍ

厚

(cm)

重

(g)
材質 備考

400よ A2 X71Y75 1層 砥石

4002 A2 SD4568 砥石 11 1&7

A2 SD4501 X76Y74 バンドコP

190 A2 SD4501 砥 石

190 41X15 103 A2 SD4501 五輪塔 150 11500 火輪

4006 A2 SD4501 五輪塔 258 255 14400 火輪

190 4007 A2 SD4501 X75Y75 バンドコP 3765

190 4008 103 A2 SD4608 加工石? 8700

190 4009 103 A2 SD4568 石 臼 (上 ) 150(径 ) 5900

A2 SF4579 X77Y75 加工石? 1150

4011 SD672 X88Y185 切 石 252 22100

4012 X92Y176 1層 砥 石 (42)

4013 SK1694 石 鍋 1364 滑石

4014 SD1229 X60Y155 叩き石 65(径 ) 371

4015 SD1002 X49Y173上層 剥片

B3 漁ЪY175 Ⅲa層 切 石 1438

4017 103 B3 SKl104 叩き石 8400

4018 B8 SKl104 砥石 (40) &9

4019 B3 SKl104 X53Y170 砥 石 (85) (64) 1350

4020 B3 SK1525 砥 石 (62)

4021 B3 SK1622 磨石 lα4

B3 SK1276 砥石 ■0

4023 B3 SE1305 砥 石 1262

4024 B3 SK1315 砥石 監 6

4025 B3 SE1304 砥石 125 74011

40拗 B3 X45Y150 Ⅲa層 砥石 (22)

4027 B3 X59Y158 Ⅲa層 砥 石 (32) (24)

192 4028 B3 X40Y160 Ⅲa層 砥石 (38)

192 4029 103 B3 X45Y 56 Ⅲa層 砥 石 366

192 4030 103 B3 X45Y 55 Ⅲa層 砥 石

4031 X40Y 80 Ⅲa層 砥石

192 4032 103 X56Y 66 Ⅲa層 砥 石 781
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第14表 石製品一覧 (2)

挿図
図

号

挿

番 図版 地区
遺構

番号
出土地点 種類

長

(cm)

幅

(cm)

厚

(cm)

重

(g) 材質 備考

4033 B3 SK1350 砥石 1639

192 4034 B8 X45Y165 Ⅲa層 砥 石 2584

192 4035 B3 X56Y160 Ⅲc層 バンドコ &6

192 4036 B4 SD2172 X104Y132 砥石

4037 B4 SD2172b Xl16Y134 砥 石 (50)

192 4038 B4 Xl15Y146 Ⅳc層 40 34 265 漆付着

192 4039 B4 X93Y135 Ⅳb'c層 叩き石 名2 3B 1331

040 B4 X50Y147 Ⅱa層 砥 石 56 92

192 4041 B4 X109Y132  1'雷 砥石 &6

192 4042 B4 X70Y140 1層 剥片 3盟 OB めのう

104 B6 SK4362 板碑 170 16000 文字あり

192 4044 104 B6 SK4862 板碑 450 180 17200 文字あり

193 4045 104 B6 SD4080 板碑 16100 安山岩 文字あり

193 4046 B6 SK406Cl 板碑 265 165 17600 安山岩 火輪

4047 C SE5101 板 碑 430 19200

4048 C SX磁52 X109Y66 板碑 476 220 186k10 梵 字

4049 C SK5224 五輪碁 240 220 la3 10700 凝灰岩 火輪

4050 C SK5224 五輸碁 270 99000 凝灰岩 火輸

4051 C SK5224 五輸塔 260 235 99000 火輪

40レ 104 C SE5301 板碑 %6 230 144 17500 板碑下半

4053 104 C SK5150 五輪塔 260 1621Xl 水輪に梵字あり

C SK5467 石臼 (上 ) 302(径 ) 9400 凝灰岩

4055 C SD5205 石 臼 (上 ) 312(4壬 ) 100 2000 凝灰岩 被熟

194 4056 105 C SD5205 X109Y64 石 臼 (上 ) 310(径 ) 160 6200 凝灰岩

4057 C SK5120 X106Y器 石 臼 (下 ) 314 8300 礎石に転用

195 4058 C SD5302 X88Y62 バンドコ (97) 15118 凝仄岩

195 4059 105 C SD5302 X89Y63 バンドコ (91) (45) 凝灰岩

195 4060 105 C SD51164 X107Y57 バンドコ (62) (56) lB

195 4061 105 C X108Y64 1c層 石 臼 (上 ) 240 140 四角

4062 105 C X103Y84 1b層 硯 (102) 1085 (高嶋)

195 4063 C SK5318 砥 石 (71) 24 l186 砂岩 (大村

195 4064 C X87Y64 砥 石 40 2060 砂質凝灰岩

4065 C XttY63 1層 砥石 147 62 78α0

4066 C SK5150 バンドコ 56 ■4 122つ 凝灰岩

4067 C SX5252 砥 石 190 66 1100 砂岩

第Ⅲ章 遺構・遺物
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中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査
川鉄テクノリサーチ株式会社

分析・評価事業部埋蔵文化財調査研究室

岡原 正明 。小川 太―・菅  孝宏

1.は じめに

(財 )富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所が平成8年度～平成10年度に発掘調査した婦負郡婦中

町中名 I・ V遺跡から出上した金属製出土品および羽口等について、学術的な記録と今後の調査のた

めの一環として化学成分分析を含む自然科学的観点での調査依頼があった。

調査の観点として、鉄淳については、①製鉄原料の推定、②製鉄工程上の位置付け、③観察上の特

記事項など、鉄製品については、①残存金属の確認、②金属鉄成分の分析、③製鉄原料の推定、④観

察上の特記事項など、一方、青銅製品については、①残存金属の確認、②完全非破壊による化学成分

分析、③観察上の特記事項など、また、羽口については、①耐火度、②粘土成分の化学成分分析、③

観察上の特記事項などを中心に調査した。その結果について報告する。

2.調査項 目および試験・検査方法

(1)調査項目

試料No 名称 台帳番号 重量 g 着磁力 配
昧

外観
写真

学
今

化
成

織
真

組
写

X線
同 希 EPMA

過
線

透
Ｘ 耐火度

1 刀 子
Kジ 182
K970001 強 有 ○ ◎

○
L、 C ○ O

2
欽澤⇒

機鎮紗冶達
Kジ 185
K970005 106 8 裕強 4E ○ O O O

3 鉄釘
Kジ 195
K970006 110 裕強 4E ○ ◎ O ○

4
鉄滓⇒

銹化鉄塊系遺物
Kジ 178
K970062 裕強 4E O O ○ ○

5
津

⇒
治

滓
鍛

鉄
錬精

Kジ 172
K970064 138.9 裕強 征 ○ ○ ○ ○

6 板状鉄片
Kジ 196
K970066 給強 有 O ◎ O ○

7 板状鉄片
Kジ 188
K970073 強 征 ○ ◎ ○

8 板状鉄片
Kジ 189
K970089 強 有 ○ ◎

Ｏ
」
，

Ｃ ○ O

9
Kジ 174
K970090 158.1 給強 征 O O O ○

鉄釘
Kジ
K970

６０

０３ 強 4L ○ ◎ ○

可可ロ D970055 4F 征 O O O

鉄鏃
Kジ
K970 11.7 強 征 O ◎ O

鉄釘
Kジ
K970

６４

７３ 弱 4L O ◎ O

板状鉄片
Kジ
K970

６３

７４ 強 有 O ○
O
L,C O

板状鉄片
Kジ 187
K970178 漸含]B 4F O O

刀子
Kジ
K970 117 ¬奇写弓 銀 ○ ◎ O

17 棒状鉄片
Kジ
K970

９２

８７ 強 有 O ○ O

刀子片
Kジ
K970 37 2 オ合号号 征 ○ ◎ O

棒状鉄片 Kジ 191
K970189

征 少有 O ◎ O ○

鉄釘
Kジ 207
K980401 強 有 ○ O

Ｏ
」
，

Ｃ O O

花瓶
Kジ 210
K980409 144 6 4L 有 O ◎ 3

羽 口 D980044 裕弱 4E O ○ O

9孝」



中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査

註 (1)試料の名称および台帳番号は貴埋蔵文化財調査事務所の資料に準拠した。

(2)試料の名称の項で⇒後は弊社の検討結果である。

(3)MC反応とはメタルチェッカーによる残存金属の有無を示す。

(4)着磁度とは 1300G、 径 30mmの フェライ ト磁石による感応検査結果を表す。

(5)組織写真項中のL,Cは、各々試料の長手方向、断面方向を表す。

(6)化学成分分析項中の (◎)は、エネルギー分散型蛍光X線による分析結果を表す。

(7)化学成分分析項中の数字は、分析箇所数を表す。

(2)重量計沢」と着磁力調査

計重は電子天秤を使用 して行い、少数点 2位以下で四捨五入 した。着磁力調査については、直径30

11mの リング状フェライ ト磁石を使用 し、感応検査により「強 。やや強 。中・やや弱・弱」の 5ラ ンク

で、個別調査結果の文中に表示 した。

(3)外観の観察と写真撮影

上記各種試験用試料を採取する前に、試料の両面を41m単位まであるスケールを同時写 し込みで撮影

した。また、試料採取時の特異部分についても撮影を行った。

(4)化学成分分析

化学成分分析はJISの分析法に準 じて行った。分析方法および分析結果は364頁 の表 1～表 3に示 し

た。この調査は、化学成分から鉄を作るために使用 した原料の推定と、生産工程のどの部分で発生 し

た鉄淳かの判断用データを得るために行った。また、羽口に使用されている粘土も特別に選択使用 し

ていたのかの判断用に分析 した。分析項目は、鉄製品が14成分、鉄淳が18成分、羽口が12成分とした。

堀場製作所製蛍光X線分析装置 (MESA‐ 500)を用いて、11点 の少量鉄製品と1点の貴重な青銅製

花瓶の完全非破壊分析を行った。この装置は測定室が径 150alnl、 高さ70剛程度あるため、今回の試料

はそのまま測定部に設置可能であった。測定条件はそれぞれの分析結果のスペクトル図 (365～ 368頁 )

の右に記載 した。

(5)顕微鏡組織写真

試料の一部を切 り出し樹脂に埋め込み、細かい研磨剤などで研磨 (鏡面仕上)す る。その後、顕微

鏡で観察 しながら代表的な断面組織を拡大 して写真撮影 し、溶融状況や介在物 (鉱物)の存在状態等

から製鉄・鍛冶工程での加工状況や材質を判断する。鉄津の場合にも同様に処理・観察を行い、製

鉄・鍛冶過程での状況を明らかにする。原則 として10o倍 と400倍 で撮影を行う。必要に応 じて実体顕

微鏡による観察もする。

(6)X線回折測定

試料を粉砕 して板状に成形 し、X線を照射すると、試料に含まれている化合物の結晶の種類に応 じ

てそれぞれに固有な反射 (回折)さ れたX線が検出されることを利用 し、試料中の未知の化合物を観

察・同定する。多 くの種類の結晶についての標準データが整備されてお り、ほとんどの化合物が同定

される。装置の仕様や測定条件、測定結果を369。 370頁 に添付 した。

(7)EPMA(X線 マイクロアナライザー)に よる観察

高速電子線を200μ m φ程度に絞って、分析対象試料面に照射し、その微小部に存在する元素から

発生する特性X線を測定するもので、金属鉄中の介在物や鉄淳の成分構成を視覚から確認するために、

二次元の面分析を行う。更に、標準試料との対比から各検出される元素の定量値を算出した。高速電

子線装置の仕様や測定条件、測定結果を372頁以降に添付した。

(8)X線 (放射線)透過試験

X線発生装置を用いた最適のX線強度を選択して、写真撮影を行う。同一のX線強度と照射時間の
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第Ⅳ章 自然科学分析

場合には、照射される物質の質量が重いほど、また寸法が厚いほどX線が吸収され写真上では黒 くな

り、その反対ではX線が簡単に透過する関係上白く写る。従って、凹凸や異種金属が共用されている

とか銹で金属部分が薄 くなっている場合でも状況が濃淡で判別できる。X線発生装置の仕様や測定条

件、測定結果を372頁以降に添付 した。

(9)耐火度試験

製鉄に使用された炉壁や羽口について、どの程度の耐火製のある粘上を使用していたのかを判断す

るために試験する。この調査もJIS規格『耐火レンガの耐火度の試験方法』、すなわち標準三角錐 (ゼ

ーゲルコーン)が溶倒する温度と比較する方法に準じて実施した。測定結果を370頁の表6に添付 し

た。

3.調査 お よび考祭結果

試料毎の調査および考察結果を次に述べる。

(1)試料番号Nol 刀子 (挿図番号2035)

長さ7411m、 幅14m4、 厚さ411mで、その外観写真を373頁 に示した。元は水酸化鉄に覆われていたもの

なのか、洗浄作業で表面は欠落してしまった様相を呈している。刀子の芯金の様に思える。肉薄試料

の片面に赤色顔料様の付着物があるが、蛍光X線による非破壊分析の結果、硫黄が 40/O検出されたが、

水銀は検出されず、朱の存在は否定された。全体に着磁力は強く、MC反応もあり、残留金属の存在

を予測させる試料である。総重量は6.4gである。

透過X線による分析結果を373頁 に示した。写真中、右側の扁平部周部に陰影の濃い金属鉄が遺存

することが観察された。従って、調査用試料をこの部分より切りだし、試料とした。

373頁 に採取した金属鉄の100倍 と400倍のナイタル腐食組織写真を示した。鍛冶加工が加えられて

いるか否かを見るために、C(断面)方向とL(長手)方向の決方向の観察を行った。写真中、非常

に小さな細長い黒色の部分が非金属介在物 (鉄の製造過程で鉄と分離しきれなかった津や耐火物等の

非金属性の不純物で、酸化物、硫化物、珪酸塩などの総称)が C(断面)方向、L(長手)方向の両

方向にほぼ等分に延伸されており、鉄刀の幅方向を含め一様な鍛冶加工が施されたものと思われる。

一方、金属鉄組織は粒界にフェライトを網目状にもつパーライト組織 〔フェライトと鉄と炭素との化

合物であるセメンタイト (Fe3C)が交互に重なりあった層状組織〕で、針状のフェライトはウイッド

マンステッテンの組織を呈している。本試料を焼きなまし、焼き入れ等の熱処理をする際、730℃以

上の高温から比較的ゆっくり冷却 したと推測される。また、写真から推定される本試料の炭素量は約

0.50/0～ 0.60/O前 後 と思われる。

365頁 に蛍光X線による試料全体の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fc)を 除 く成

分として、胎上の影響 と思われる准素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (Ca)、 カリウム (K)

等の成分が比較的多 く検出される。一方、砂鉄原料特有の成分であるチタンは0.10%で、その検出量

は無視はできないもののその定量精度が低 く (標準偏差が0.05%あ る)、 この成分 も付着胎上の影響

が考慮される。一方、鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)、 マンガン (Mn)、 燐 (P)等の成分はほと

んど検出できないほど低いレベルにあった。 したがって、蛍光X線による化学成分分析結果から、本

試料の鉄源が砂鉄か鉱石であるのかを特定することは出来ない。また、硫責 (S)の値が約5.8%と

高い値を示 しているがその理由は定かでない。

EPMAに よるL方向の金属面の観察結果を373頁から3密頁に示 した。二次電子像 (SE像)で中

央の細長い紐状の展伸された暗黒色部分が介在物で、灰色の上下部分が金属鉄である。面分析の結果
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中名 IoV遺跡出土鉄津等の分析・調査

では、鉄 (Fe)、 珪素 (Si)、 アル ミニウム (Al)、 カルシウム (Ca)、 カリウム (K)、 チタン (Ti)そ

して酸素 (0)に 白色輝点が集中し、一方銅 (Cu)、 燐 (P)等は検出されなかった。 また、この介在

物の中央箇所 (SE像中の矢印位置)の各元素の定量結果 (365頁の表5、 酸化物表示)で は6887%FcO

と24.40/O Si02が主要成分で、ファイヤライ ト (2FcO・ Si02)がその主要鉱物相を構成 しているものと

推定される。これに3.18%A1203、 1.66%CaO、 0.72%K20、 0.38%NaOそ して0.2679MgO等 の造津成分を

固溶 しているものと思われる。また、砂鉄原料特有の成分であるチタエア (Ti02と 表示)が 0.160/0と

少量存在するが、バナジア (V205と 表示)と ジルコニア (Zr02と 表示)は検出されなかった。一方、

鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)イよ検出されず、燐 (P205と 表示)も 0.0780/0と 少なかったが、マ

ンガン (MnOと 表示)は 0.26%で 、先のチタニアとほぼ同じ低いレベルにあった。従って、鉄素材の

始発原料を特定するための決定要素に欠け、その判定が困難である。以上の結果を総合すると、

①この試料は鉄刀の幅方向を含め一様な鍛冶加工が施され、

②焼きなまし、焼き入れ等の熟処理は必要以上に施されており、

③組織写真から判定される本試料の炭素量は約0.50/0～ 06%前後と推定され、

④また、鉄素材の始発原料を特定するための決定要素に欠け、その判定が困難な試料である。

(2)試料番号No 2 鉄淳 ⇒ 鍛錬鍛冶淳 (挿図番号2039)

長さ7211m、 幅4141n、 厚さ20Hlmで 、その外観写真を3馳頁に示 した。赤責色の水酸化鉄に覆われた肉

厚扁平な流出淳状の試料である。水酸化鉄下部の黒色表面は柔らかく削 り易い。削 り粉の着磁力は強

いが、全体にMC反応はない。総重量は100.5gで ある。

淳断面の100倍 と400倍の顕微鏡写真を374頁 に示 した。顕微鏡写真では、多 くの空孔が存在する。

空孔内には赤褐色の銹化 した酸化鉄 (酸化第二鉄、Fe203)と 思われる箇所 も観察される。鉱物の結

晶組織は、灰白色の粒状および背骨状のウスタイ ト (FcO)結 晶と幅広短冊のやや くずれた青灰色の

フアイヤライ ト (2FeO oSi02)結 晶と基地のガラス質スラグなどが主として観察される。他の鉱物質

の結晶は特に認められず酸化鉄主体の淳 と考えられる。

369頁のX線回折チャー トでは、ウスタイ ト (FeO)の強いピークが検出され、この他中程度のフア

イヤライ ト (2FcO・ Si02)ピ ~ク および少量の鉱物質シリカ (Si02)、 マグネタイ ト (Fc304)そ して

酸化第二鉄と水 との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイ ト等のオキシ水酸化鉄 (α ‐Fe00H等 )の各

ピークが認められる。また、金属鉄 (α ―Fe)の存在を表わすピークは検出されない。

化学成分分析の結果によると、金鉄 (T.Fc)イ よ49.3%に対 して、酸化第一鉄 (ウ スタイ ト:FcO)が

38.00/0で、酸化第二鉄 (ヘ マタイ ト:Fe203)は 27.9%と 相対的に少ない。また、金属鉄 (M.Fe)は

0.23%と 少ない。淳中の成分の指標 となる所謂造津成分 (Si02+A1203+CてЮ+MgO+Na20+K20)は312%

である。砂鉄原料に含まれていたと考えられるチタニア (Ti02と 表示)は 0.26%で一方鉱石に含有さ

れる成分の一つである銅 (Cu)は 0.007%と 相対的に少ない。従って、本試料は砂鉄を始発原料 とす

る鉄を使用 した可能性の高い鉄淳である。また、化合水の値は1.98%な ので、酸化第二鉄 と水 との化

合物で鉄銹の一種であるゲーサイ ト等のオキシ水酸化鉄 (α ―FeOOH等 )も 存在 し、先のX線回折結

果を反映している。

一方、本試料の製鉄工程上の位置づけを特定するために、本試料 とこれまでの砂鉄を始発原料 とす

る製鉄関連遺跡→劾9よ り出上 した鉄津類 (約 530点 )と の比較分析を行った結果 (370頁 ～371頁 、図

1の T.Fe‐ Ti02分布図、図 2の製錬津と鍛冶淳 との分類図、図3の砂鉄系鍛冶淳と鉱石系製錬津の分類
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第Ⅳ章 自然科学分析

図)か ら、本試料の位置づけは、砂鉄 を始発原料 とする最終工程の鍛錬鍛冶津の化学成分構成 に類似

すると考えられる。以上の結果 を総合すると、

①この試料は鍛錬鍛冶津で、

②鉄源には砂鉄が使用された可能性が高いものと推定される。

(3)試料番号No3 鉄釘 (挿図番号2038)

長さ50nlm、 幅1611m、 厚 さ12Hlmで 、その外観写真を375頁 に示 した。全体に水酸化鉄に覆われ、折れ

破面は一辺6mnの角釘の様相を見せる試料である。全体に着磁力はやや強いが、MC反応はない。X

線透過写真で形状の確認と蛍光X線による化学成分分析を試みた。総重量は10.Ogで ある。

透過X線による分析結果を375頁 に示 した。試料中央部は陰影が薄 く、空洞化 している様子が伺わ

れ、左狽Iの九い陰影の濃い部分は鉄瘤によるものであり、MC反応 もないことから、完全に銹化 した

試料である。

365頁 に蛍光X線による試料断面の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fe)を 除 く成

分 として、胎土の影響 と思われる碓素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (ca)、 カリウム (K)

等の成分が比較的多 く検出される。砂鉄原料特有の成分であるチタン (Ti)は 0.25%で、バナジウム

(V)も 0.060/O検出される。一方、鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)が 0.130/O、 マンガン (Mn)が

1.03%と 相対的に多 く検出される。したがって、始発鉄源を特定するための指標金属元素量に有意差

があり、本試料は鉱石を始発原料 とする鉄を使用 した可能性が推定される。

(4)試料番号No4 鉄津 ⇒ 銹化鉄塊系遺物 (挿図呑号2064)

長さ48Hlm、 幅42Hlm、 厚さ27Hlmで、その外観写真を375頁 に示 した。全体に凹凸があ り木炭繊維痕や

灰色発泡部、ガラス質部や割れなどが水酸化鉄の中に見 られ、雑多な様相を呈する試料である。やや

軽量感のある試料で、全体に着磁力はやや強いが、MC反応はない。総重量は37.5gで ある。

試料断面の100倍 と400倍の顕微鏡写真を375頁 に示 した。顕微鏡組織は、鉄淳の特徴的な晶癖であ

る白色繭状のウスタイ ト (FeO)結晶や、灰白色短冊状のファイヤライ ト (2FeO'Si02)結 晶等の鉱

物組織あるいは一様に溶融 したガラス質スラグ主体の粘土由来の組織 とは大 きく異なる。写真中、乳

白色ベール状の組織は酸化第二鉄 と水 との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイ ト等のオキシ水酸化鉄

(α ‐FcOOH等)と 思われる。また、多 くの空洞や亀裂が存在 し、空孔内には赤褐色の銹化 した酸化鉄

(酸化第二鉄、Fe203)と 思われる部分 も観察される。一見金属鉄の組織がその粒界に沿って腐食 し、

完全に銹化 した鉄塊系遺物の様に見える。

369頁のX線回折チャー トでは、ゲーサイ ト (α ―Fe00H)の強いピークが検出され、この他中程度

のマグネタイ ト (Fe304)と レピドクロサィ ト (γ _FcOOH)ピ ークおよび少量の鉱物質シリカ (Si02)

の各ピークが認められる。また、金属鉄 (α ―Fc)の存在を表わすピークは検出されず、先の顕微鏡

による組織写真を反映した結果である。

化学成分分析の結果 (364頁 の表1)に よると、全鉄 (T.Fc)55.479に 対 して酸化第一鉄 (ウ スタイ

ト:FcO)は4,05%と 非常に低 く、一方酸化第二鉄 (ヘマタイ ト:Fc203)は 739%と 非常に高い。また、

金属鉄 (M.Fe)は 0.55%と 少ない。先の組織分析の結果およびMC反応がないことも考慮すると、本

試料は殆 ど銹化 した鉄塊系遺物 と思われる。また、シリカ (Si02と 表示)が758%と 多 く、その他ア

ルミナ (A1203と 表示 )、 五酸化燐 (P205と 表示 )、 カルシア (caOと 表示)そ して酸化カリウム (K20
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中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査

と表示)等 も比較的多 く存在 し、胎土や木炭の影響を強 く受けている。

炭素 (C)イよ1.710/0と 他試料 よりも高い値を示すが、上述の銹化に伴う酸素分の付加量および胎土

汚染の影響を考慮すると、実際の炭素 (C)濃度は約3.1%程度と推算される。また、鉄源原料が砂鉄

であることの指標元素であるチタニア (Ti02と 表示)と バナジウム (V)は各々0.07%と 0.005%存在

し、一方鉱石鉄源の指標元素である銅 (Cu)や マンガン (Mn)も 各々0006%と 0,06%と ほぼ同程度

少量存在する。従って、本試料は鉄素材の始発原料を特定するための決定要素に欠ける試料で、その

判定が困難である。以上の結果を総合すると、

①この試料は、その実際の炭素含有量が約3.1%程度の完全に銹化した銑鉄塊系遺物と推定され、

②その鉄素材の始発原料を特定するための決定要素に欠け、その判定が困難な試料である。

(5)試料番号No5 鉄淳 ⇒ 鍛冶淳 (挿図番号2065)

長さ671m、 幅5111m、 厚さ41Hlalで 、そのタト観写真を375頁 に示 した。全体に水酸化鉄に覆われた炉内

滓片状を呈 している。害J欠面も多 く断面は黒色発泡粗慈な淳である。重量感もあり、全体に着磁力は

補強いが、MC反応はない。総重量は138.5gで ある。

淳断面の100倍 と400倍 の顕微鏡写真を375頁 に示 した。顕微鏡組織には、比較的大 きな灰白色の美

麗な繭状のウスタイ ト (FeO)結 晶と幅広短冊のやや くずれた青灰色のフアイヤライ ト (2FeO oSi02)

結晶から主として構成される。他の鉱物質の結晶は特に認められず酸化鉄主体の津が徐々に冷却され

たものと考えられる。

370頁 のX線回折チャー トでは、ウスタイ ト (FeO)の 強いピークが検出され、この他ファイヤラ

イ ト (2FeO・ Si02)の 中程度のピークと少量のマグネタイ ト (Fc304)と 鉄銹の一種であるゲーサイ ト

等のオキシ水酸化鉄 (α ‐Fe00H等 )の ピークが認められる。また、金属鉄 (α ―Fe)の存在を表わす

ピークは検出されず、先の顕微鏡の組織を反映したものとなっている。

化学成分分析の結果によると、全鉄 (T.Fc)は 64.0%に対 して、酸化第一鉄 (ウ スタイ ト:FeO)は

60,3%と 高い値である。一方、酸化第二鉄 (ヘマタイ ト:Fc203)は 24.2%と 相対的に少ない。また、金

属 鉄 (M.Fc)は 0.21%と 少 な く 、 淳 中 の 成 分 の 指 標 と な る 所 謂 造 淳 成 分

(Si02+A120+CaOttM80+Na20+K20)は 12.9%と 少ない。砂鉄原料に含まれていたと考えられるチタニ

ア (Ti02と 表示)は 0.43%と 比較的多 く、バナジウム (V)も 0.031%存在する。一方、鉱石に含有さ

れる成分の一つである銅 (Cu)は 0.003%と 非常に少ない。従って、本試料は砂鉄を始発原料 とする

製鉄工程で生成 した可能性の高い鉄滓である。また、化合水の値は0.98%な ので、酸化第二鉄 と水 と

の化合物で鉄銹の一種であるゲーサイ ト等のオキシ水酸化鉄 (α ―Fe00H等 )も 少々存在することが

推定される。

一方、本試料の製鉄工程上の位置づけは、370～ 371頁の図 1～ 図 3の分布図において、砂鉄を始発

原料 とする精錬鍛冶淳グループと鍛錬鍛冶淳グループの境界領域に位置することから、本試料は、砂

鉄を始発原料 とする鍛冶淳で、精錬鍛冶工程の後半作業または鍛錬鍛冶工程の前半作業のいずれかで

排出された鉄淳であると考えられる。以上の結果を総合すると、

①この試料は、精錬工程の後半作業または鍛錬工程の前半作業の何れかで排出された鍛冶淳で、

②鉄源には砂鉄が使用された可能性が高いものと推定される。

(6)試料番号No6 板状鉄片 (挿図番号2049)
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第Ⅳ章 自然科学分析

長さ8511m、 幅22nlm、 厚さ15tlmで 、その外観写真を376頁 に示 した。全体に銹化が著 しく水酸化鉄と

土の固着物に覆われている。煙管の雁首の根元が潰された様な形状である。全体に着磁力はやや強 く

MC反応 もある。X線透過写真で形状を確認 し残存金属部を試料 とする。総重量は293gである。

透過X線による分析結果を62頁 に示 した。写真中、ほぼ中央部に陰影の濃い金属鉄が遺存することが

観察された。従って、調査用試料をこの部分より切 り出し試料 とした。

376頁 に採取 した金属鉄の100倍 と400倍のナイタル腐食組織写真を示 した。L(長手)方向の観察

結果である。100倍の写真右上にある小 さな細長い灰黒色の紐状部分が非金属介在物 (鉄の製造過程

で鉄と分離 しきれなかった津や耐火物等の非金属性の不純物で、酸化物、硫化物、珪酸塩などの総称 )

で、ややL(長手)方向に沿って廷伸されているように見受けられ、鍛冶加工が施されたものと思わ

れる。一方、ナイタル腐食後の金属鉄組織は細かなフェライ ト結晶粒が現れており、この白いフェラ

イ ト地にほぼ球状のセメンタイ ト (Fc3C)が遊離散在 している様子が観察される。鍛打 して焼 き入れ

後、600℃前後の温度で焼 きなましが施されたものと推測される。

365頁 に蛍光X線による試料の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fc)を 除く成分 とし

て、胎上の影響 と思われる准素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (Ca)、 カリウム (K)等の成分

が比較的多 く検出される。一方、砂鉄原料特有の成分であるチタン (Ti)、 バナジウム (v)等 は検出さ

れなかった。一方、鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)は検出されなかったが、マンガン (Mn)が

0。 13%検出された。蛍光X線による化学成分分析結果の精度は低い (Mnの標準偏差は0.髄 0/。

)ので、こ

の結果から、本試料の鉄源が砂鉄か鉱石であるのかを特定することは出来ない。従って、本試料は鉄

素材の始発原料を特定するための決定要素に欠け、その判定が困難である。以上の結果を総合すると、

①この試料は、鍛冶加工が施され、鍛打後、焼きなましが施されたものと推定される。

②また、その鉄素材の始発原料を特定するための決定要素に欠け、その判定が困難な試料である。

(7)試料番号No7 板状鉄片 (挿図番号2055)

長さ861111、 幅37Hlm、 厚さ184mで、そのタト観写真を376頁 に示 した。銹化が著 しく水酸化鉄 と上の回

着物に覆われ、刀子先端状の試料である。瘤や割れも多 く燈色の赤褐色の鮮明な部分があり表面分析

の結果、鉄 (Fc)と マンガン (Mn)し か検出されなかった。X線透過写真で形状を確認する。全体

に着磁力は強いが、MC反応はない。総重量は41.6gで ある。

透過X線による分析結果を376頁 に示 した。写真中、白い線状に多 くの割れが存在 し、部分的に陰

影の濃い箇所が観察されるが、これは銹瘤によるものであり、MC反応 もないことから、完全に銹化

した状態にある。

366頁 に蛍光X線による試料表面の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fe)を 除 く成

分 として、胎上の影響 と思われる准素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (ca)、 カリウム (K)

等の成分が検出される。砂鉄原料特有の成分であるチタン (Ti)と バナジウム (v)は検出されず、

一方、鉱石由来の特有成分である銅 (cu)イよ検出されないが、マンガン (Mn)が0.450/0と 燐 (P)

が0.440/0検 出されるが、試料表層部の分析結果であるため外部からの混入汚染の影響 も考慮されるの

で、始発鉄源を特定するための明確な結論は出せない。

(8)試料番号No8 板状鉄片 (刀子 ?)(挿図番号2056)

長さ117411n、 幅47nlm、 厚さ2241mで 、その外観写真を376頁 に示 した。銹化が著 しく一部接合されてい
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るが中央で折れている。断面は30剛の扁平な刀片のようである。残存金属のある方を調査対象にする。

全体に銹化が著しく銹化剥落片も多い。全体に着磁力は強く、MC反応もある。X線透過写真で形状

を確認後、試料が採取できれば、鍛造工程や原料の推定、介在物のEPMAに よる分析を行う。総重

量は41.6gで ある。

透過X線による分析結果を376頁 に示した。写真左側の陰影の濃い箇所は鉄瘤によるものであるが、

他方右側の扁平な陰影の濃い柄部周辺には部分的に金属鉄が残存することが判明した。従って、調査

用試料をこの部分より切 りだし試料 とした。

376・ 377頁 に採取 した金属鉄のL方向 (試料の長手方向)の 10倍 と20倍の実体顕微鏡写真を示 した。

試料の上下両端は銹化 してお り、ほぼ中央の金属部分は下側の黒 く見える刃先の金属組織が上の刀子

の『地』ないしは『峰』の部分に相当する箇所に較べ炭素量の多い鉄の部分 (黒色の層)よ りなるこ

とが判る。また、 L方向の写真から紐状の非金属介在物 (鉄の製造過程で鉄 と分離 しきれなかった津

や耐火物等の非金属性の不純物で、酸化物、硫化物、珪酸塩などの総称)が長手方向に延伸されてお

り、鍛冶加工を受けている様子が伺われる。このことは、後述のL方向とC方向の金属組織写真中の

介在物の形態からも確認される。

377頁 に100倍 と400倍 のL方向とC方向のナイタル腐食金属組織写真を示した。写真中、金属鉄組

織は刀子の刃先に向かう程黒さが増し、粒界に結節状の微細パーライト組織 〔フェライトと鉄と炭素

との化合物であるセメンタイト (Fe3C)が交互に重なりあった層状組織〕が現れている状態が観察さ

れるが、急冷の焼き入れを行った形跡は伺えない。顕微鏡写真で見る限り、刃先の炭素量は約0.30/O

前後、一方峰部分に相当する箇所は白色の靭性あるフェライ ト組織が多 く、写真から判定されるその

炭素量は約0.1%程度 と推定される。また、前述の峰部と刃部組織の境界は明らかではなく順次パー

ライ ト量が連続的に変イとしていることから、炭素量の異なるあわせ金ではなく、刃部に硬さと強度を

付与するために浸炭処理が施されたものと推定される。

366頁 に蛍光X線による試料全体の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fc)を 除 く成

分 として、胎上の影響 と思われる准素 (Si)と カルシウム (Ca)が比較的多 く検出される。一方、砂

鉄原料特有の成分であるチタン (Ti)、 バナジウム (v)、 ジルコニウム (zr)等 の各元素および鉱石

由来の特有成分である銅 (Cu)、 マンガン (Wh)、 燐 (P)等の成分はほとんど検出できないほど低い

レベルにあった。したがって、蛍光X線による化学成分分析結果から、本試料の鉄源が砂鉄か鉱石で

あるのかを特定することは出来ない。

EPMAに よるL方向の金属面の観察結果を378頁 に示 した。二次電子像 (SE像)で ほぼ中央の

細長い紐状の展伸された暗黒色部分が介在物で、灰色の基地が金属鉄である。面分析の結果では、珪

素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (Ca)、 カリウム (K)、 チタン (Ti)そ して酸素 (0)に

白色輝点が集中し、一方銅 (Cu)、 燐 (P)等 は検出されなかった。また、この介在物の中央箇所

(SE像 中の矢印位置)の各元素の定量結果 (365頁 の表5、 酸化物表示)で は、53.2%Si02が 主要成分

で、これに12.3%A1203、 7.5%CaO、 1.24%K20、 0.72%NaOそ して2.5%MgO等 の造津成分を固溶する珪

酸塩系ガラス質スラグである。また、12.3%FcOと 砂鉄原料特有の成分であるチタニア (Ti02)が

8.35%、 V205と Zr02も 各々0.23%と 1.0%こ れに固溶 しているものと思われる。一方、鉱石由来の特有

成分である銅 (Cu)イま検出されず、燐 (P205と 表示)も 0.06%と 少なく、マンガン (MnOと 表示)も

0.830/0と 低いレベルにあった。従って、本試料は鉄素材の始発原料が砂鉄であつた可能性が高いもの

と考えられる。以上の結果を総合すると、
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①この試料は長手方向に延伸され、鍛冶加工を受けており、

②急冷の焼き入れを行った形跡は伺えないが、

③刃部に硬さと強度を付与するために浸炭処理が施された可能性が高く、

④写真から判定される本試料の炭素量は刀部で約0.30/O前 後、一方峰部は0.1°/0程度で、

⑤また、本鉄素材の始発原料が砂鉄であった可能性が高いものと推定される。

(9)試料番号No9 鉄淳 ⇒ 椀形鍛錬鍛冶淳 (挿図呑号2064)

長さ82nm、 幅61HIll、 厚さ44mllで、その外観写真を379頁 に示 した。直径約601111nの一部が突出した状

態で、上面には籾殻様の植物繊維痕が多い。上面には細かな凹凸があるがほぼ平坦である。下部は膨

らみ椀形鍛冶津状を呈 している。水酸化鉄は除去 して内部から試料を採取 した。全体に着磁力はやや

強いが、MC反応はない。総重量は158,Ogで ある。

津断面の100倍 と400倍の顕微鏡写真を379頁 に示 した。顕微鏡写真では大小の空孔が存在する。空

孔内には赤褐色の銹化 した酸化鉄 (酸化第二鉄、Fe203)と 思われる箇所 も観察される。鉱物組成は、

灰白色の美麗な繭状および背骨状のウスタイ ト (FcO)結晶と幅広短冊のやや くずれた青灰色のファ

イヤライ ト (2FeO・ Si02)結 晶と基地の暗黒色ガラス質スラグなどから主として構成される。他の鉱

物質の結晶は特に認められず酸化鉄主体の淳と考えられる。

370頁 のX線回折チャー トでは、ウスタイ ト (FcO)の 強いピークが検出され、この他中程度のマ

グネタイ ト (Fe304)と フアイヤライ ト (2FeO oSi02)ピ ~ク そして少量の鉱物質シリカ (Si02)、 そ

して酸化第二鉄 と水 との化合物で鉄銹の一種であるゲーサイ ト等のオキシ水酸化鉄 (α ―Fc00H等 )

の各ピークが認められる。また、金属鉄 (α ―Fc)の存在を表わすピークは検出されない。

化学成分分析の結果によると、全鉄 (T.Fe)イ よ62.0%に対 して、酸化第一鉄 (ウ スタイ ト:FcO)が

47.3°/oで、酸化第二鉄 (ヘ マタイ ト:Fc203)は 35,80/0と 相対的に少ない。また、金属鉄 (M.Fe)イ よ

0.1879と 少ない。淳中の成分の指標 となる所謂造淳成分 (Si02+A1203+CaO+MgO+N貶0+砲0)は 13.8%

と少ない。砂鉄原料に含まれていたと考えられるチタニア (Ti02と 表示)は 0.16%で、一方鉱石に含

有される成分の一つである銅 (Cu)イよ0.005%と 相対的に少ない。従って、本試料は砂鉄を始発原料

とする鉄を使用 した可能性の高い鉄津である。また、化合水の値は2.23%と 多 く、酸化第二鉄 と水 と

の化合物で鉄銹の一種であるゲーサイ ト等のオキシ水酸化鉄 (α ―FcOOH等 )も 存在する先のX線回

折結果を反映している。

一方、本試料の製鉄工程上の位置づけを特定するために、本試料 とこれまでの砂鉄を始発原料 とす

る製鉄関連遺跡ODOよ り出上 した鉄淳類 (約 530点)と の比較分析を行った結果 (370頁 ～371頁、図

1～ 図3)から、本試料の位置づけは、砂鉄を始発原料 とする最終工程の鍛錬鍛冶淳の化学成分構成

に類似すると考えられる。以上の結果を総合すると、

①この試料は、その形状をも加味し椀形鍛錬鍛冶淳で、

②鉄源には砂鉄が使用された可能性が高いものと推定される。

(10)試料番号No10 鉄釘 (挿図番号2050)

長さ411nm、 幅1241m、 厚さ811mで、そのタト観写真を379頁 に示 した。全体が責土色の水酸化鉄 と砂礫の

回着物や瘤に覆われた鉄鏃の茎先片か角釘片と思われる試料である。完全に銹化 しており残存金属は

ない。全体に着磁力は強いが、MC反応はない。X線透過写真で形状を確認する。総重量は4.8gで
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ある。

透過X線による分析結果を379頁 に示 した。写真中、周辺箇所に陰影の濃い箇所がわずかに観察さ

れ、残存金属鉄の存在を示すものの、大部分は銹化 した状態にある。

866頁 に蛍光X線による試料表面の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fe)を 除 く成

分として、胎上の影響 と思われる准素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (ca)、 カリウム (K)

等の成分が検出される。砂鉄原料特有の成分であるチタン (Ti)が0,330/O検出されるがバナジウム

(V)は検出されなかった。一方、鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)は検出されないが、マンガン

(Mn)が 0.320/Oと 燐 (P)が 1570/0と 多 く検出されるが、試料表層部の分析結果であるため外部から

の混入汚染の影響 も考慮されるため、始発鉄源を特定するための明確な結論は出せない。

(11)試料番号No■ 羽口

長さ53alm、 幅37nlm、 内径3041mで 、 3つの小片からなりその外観写真を379頁 に示 した。内面に斜め

に条痕があり、竹芯を成形後回転させながら抜いた様相を呈する。羽口先端に溶着 した黒色ガラス質

淳部は着磁力が強い。付着土砂の少ない試料を用いて成分分析 と耐火度試験を行う。全体に着磁力は

無 く、MC反応もない。総重量は47.2gである。

化学成分分析結果を364頁 に示 した。シリカ (Si02)が74.7%で 、通常の粘上における約60%程度よ

りも高 く、耐火度には有利である。また、耐化度を向上させるアルミナ (A1203)は 16.00/0で、通常の

粘上における約15～ 18%の範疇にある。成形性に関係する全鉄 (T,Fc)量 は、1.64%(Fc203換算で

2.30/0)と 低 く、成形性 は良好 と考 えられる。一方、淳中の成分 の指標 となる所謂造津成分

(Si02+A1203+CaO+MgOttNa20+K20)中 の軟化性をもつ塩基性成分 (Cao+M80)が 0・ 600/0と 少なく、

耐火度を低下させると想定されるNa20と K20の 総量 も2.8%と 低値である。灼熱減量 (Ig,loss)は

2.640/Oと 低いので、多少の熱影響を受けている粘上であることが伺われる。また、チタニア (Tio2)

が0.900/O検 出されるので、少々砂鉄を含む粘上であることも推定される。

以上のように、本試料の化学成分構成は、本試料が比較的高い耐火度を有する粘土遺物であり、羽

口としての機能を十分に考慮 した成分構成であることを伺わせる。

耐火度の測定結果は、X頁に示す通 り約1510℃ 前後であった。これは、372頁の図61こ 示 したこれま

での粘土遺物の耐火度 (ゼ ーゲルコーン溶倒温度)と その化学成分組成 との関係から推算 した値

(1570℃ )と も比較的良い一致を示 した。また、本試料の古代製鉄関連粘土遺物としての位置づけは、

図6に示す様に比較的高い耐火度レベルに位置づけられ、特に羽口粘土グループの中でも上位に位置

する。従って、使用可能な粘土材のなかで、より羽口に適 した性状の粘土を吟味した可能性が伺われ

る。この羽口に使用された粘土が選別使用されたものかどうかは、更に周辺粘土との比較が必要であ

る。以上の結果を総合すると、

①本試料の化学成分構成は、比較的高い耐火度を有する粘土遺物であり、

②その耐火度は、約1510℃ 前後で、羽口に適した粘土材を吟味し使用した可能性を伺われるものと推

定される。

(12)試料香号No12 鉄鏃 (挿図呑号2070)

長さ39111m、 幅234un、 厚さ16malで 、そのタト観写真を379頁 に示 した。全体が黄土色の水酸化鉄 と粘土

の回着物や瘤に覆われた鉄鏃の茎部および先端部の破損 した肉薄な身部の残った試料である。全体に
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着磁力は強いが、MC反応はない。X線透過写真で形状を確認する。総重量は11.5gで ある。

透過X線による分析結果を379頁 に示 した。写真中、右上の陰影の濃い箇所は銹瘤によるもので、M

C反応 もないことから、完全に銹化 した状態にある。

367頁 に蛍光X線による試料表面の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fe)を 除 く成

分 として、胎上の影響 と思われる准素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (Ca)、 カリウム (K)

等の成分が検出される。砂鉄原料特有の成分であるチタン (Ti)が0.17%検出されるが蛍光X線によ

る分析精度が低 く (標準偏差が0,040/O)、 その存在を断定 しがたい。また、バナジウム (V)は検出さ

れなかった。一方、鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)は検出されないが、マンガン (Mn)が

0.06%と 燐 (P)が0.75%と 少量検出されるが、試料表層部の分析結果であるため外部からの混入汚

染の影響も考慮されるため、始発鉄源を特定するための明確な結論は出せない。

(13)試料番号No13 鉄釘 (挿図香号2079)

長さ75tlm、 幅1211m、 厚さ10剛 で、そのタト観写真を379頁 に示 した。全体が責土色の水酸化鉄 と粘土

の固着物に覆われた角釘 と思われる試料である。全体に着磁力は弱 く、MC反応 もない。X線透過写

真で形状を確認する。総重量は12.Ogで ある。

透過X線による分析結果を379頁 に示 した。写真中、部分的に観察される陰影の濃い箇所は銹瘤に

よるもので、MC反応 もないことから、完全に銹化 した状態にある。

367頁 に蛍光X線による試料表面の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fe)を 除 く成

分として、胎土の影響 と思われると素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (Ca)、 カリウム (K)

等の成分が比較的多 く検出される。砂鉄原料特有の成分であるチタン (Tl)が0.18%検出され、一方

鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)が0.06%、 燐 (P)が 1.080/0と 各々検出されるが、チタン (Ti)と

銅 (Cu)に ついては何れも蛍光X線による分析精度が低 くその存在を断定 し難いこと、また燐 (P)

は試料表層部の分析結果であるため外部からの混入汚染の影響 も考慮されるため、始発鉄源を特定す

るための明確な結論はだせない。

(14)試料番号No14 板状鉄片 (挿図呑号2077)

長さ120nlll、 幅23nlm、 厚さ1011mで、その外観写真を380頁 に示 した。全体が水酸化鉄に覆われ 2枚に

剥離 している試料である。刀子の刃部の様相を呈する。1枚には残存金属があ り着磁力は強い。X線

透過写真で形状を確認後その金属部の分析を行う。総重量は35.4gで ある。

透過X線による分析結果を380頁 に示 した。写真中、左下側の試料に観察される部分的に陰影の濃

い箇所は銹瘤によるもので、MC反応 もないことから、完全に銹化 した状態にある。一方、右上側の

試料ほぼ中央付近に観察される四角い陰影の濃い箇所には金属鉄が残存することが確認される。従

つて、調査用資料をこの部分より切り出し、試料とした。

380頁 に採取した金属鉄のC方向 (試料の断面方向)の 10倍 と20倍の実体顕微鏡写真を示した。上

側の黒く見える刃先の金属組織が下の刀子の『地』ないしは 層峰』の部分に相当する箇所に較べ炭素

量の多い鉄の部分 (黒色の層)よ りなり、折り返し鍛接線によリフェライト細粒部と粗大部に分かれ

ている。

380頁 に100倍 と400倍 の L方向 とC方向のナイタル腐食金属組織写真 を示 した。写真 中、金属鉄組

織は試料の上側の刀部に向かう程黒さが増し、粒界に黒い微細パーライト組織 〔フェライトと鉄と炭
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素との化合物であるセメンタイト(Fe3C)が交互に重なりあった層状組織〕が現れている状態が観察

され、刃部に硬さと強度を付与するために浸炭処理が施されたことが推定されるが、急冷の焼き入れ

を行った形跡は伺えない。また、前述の峰部と刃部組織の境界が明らかであ り、炭素量の異なる2種

の異材を用いて鍛接されたあわせ金 と思われる。またL(長手)方向とC(断面)方向の非金属介在物

(鉄の製造過程で鉄と分離しきれなかった淳や耐火物等の非金属性の不純物で、酸化物、硫化物、珪

酸塩などの総称)は総じて等分に延伸されており、一様な鍛冶加工を受けている様子が伺われる。

364頁 の化学成分分析結果によると、え素 (C)の含有量は0.27%の軟銅であるが、珪素 (Si)や他の

元素の含有量も少なく純度の高い鉄と言える。通常砂鉄に多く含まれる鉄中の不純物として移行して

ゆくチタン(Ti)やバナジウム(v)の量はそれぞれ0.0010/0と 0.oo10/0以 下と非常に少ない。また、始発

鉄原料が鉱石の場合に多く含まれてくる銅 (Cu)と マンガン(Mn)が0.007%と 0.Oo10/。 以下そして燐 (P)

やニッケル (Nl)も それぞれ0,012%と 0.0100/。 と低値であった。従って、この化学成分分析結果のみか

ら、本試料の鉄源が砂鉄か鉱石であるのかを特定することは出来ない。以上の結果を総合すると、

①この試料は両方向に等分に廷伸され一様な鍛冶加工を受けており、

②急冷の焼き入れを行った形跡は伺えないが、刃部に硬さと強度を付与するために浸炭処理が施され、

③本試料の炭素量は0.270/0で 、え素量の異なる2種の異材を用いて鍛接されたあわせ金であると推定

される。

④また、鉄素材の始発原料を特定するための決定要素に久け、その判定が困難な試料である。

(15)試料番号No15 板状鉄片 (挿図番号2073)

長さ61mn、 幅17mn、 厚さ81mでその外観写真を381頁 に示 した。全体が水酸化鉄の様相を呈する。着

磁力はやや弱 く、MC反応 もない。X線透過写真で形状のみを確認する。総重量は8.2gである。

透過X線による分析結果を381頁 に示 した。写真中、部分的に観察される陰影の濃い箇所は銹瘤によ

るもので、MC反応 もないことから、残存金属はなく完全に銹化 した状態にある。透過X線による分

析結果のみに止める。

(16)試料香号No16 刀子 (挿図番号2084)

長さ6411m、 幅17nlm、 厚さ1511mで 、その外観写真を381頁 に示 した。中央部に粘土と水酸化鉄が瘤状

に付着 した刀子先端試料である。着磁力はやや弱 く、MC反応 もない。X線透過写真で形状を確認す

る。総重量は11.lgで ある。

透過X線による分析結果を381頁 に示 した。試料中央部に陰影濃い箇所があるが、これは銹瘤による

ものであり、MC反応 もないことから、本試料は完全に銹化 しており残存金属はない。

367頁 に蛍光X線による試料断面の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fc)を 除 く成

分として、胎上の影響 と思われる准素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (ca)、 カリウム (K)

等の成分が比較的多 く検出される。砂鉄原料特有の成分であるチタン (Tl)は 0.270/0で 、バナジウム

(V)は検出されない。一方、鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)が 0.110/O、 マンガン (Mn)イよ検出

されないが、燐 (P)が0,660/0検 出された。従って、始発鉄源が砂鉄か鉱石かを特定するための指標

金属元素量間に大 きな有意差がないために、この分析結果からのみでは、その鉄素材の始発原料を特

定するための決定要素に欠け、その判定が困難である。
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(17)試料番号No17 棒状鉄片 (挿図番号2089)

長さ137alm、 幅1911al、 厚さ1811mで 、その外観写真を381頁 に示 した。全体に水酸化鉄や水酸化鉄瘤の

ある細長い試料である。着磁力は強 く、MC反応がある。また割れがあり、銹化進行中で銹化剥離部

が多い。X線透過写真で形状を確認後その金属部の分析を行う。総重量は31.2gで ある。

透過X線による分析結果を381頁 に示 した。外側は全体に銹化が進行 している試料であったが、試料

中央部には陰影の濃い残存金属の存在が確認される。従って、調査用試料をこの部分より切 り出し、

試料 とした。

381頁 に100倍 と400倍 のC方向のナイタル腐食金属組織写真を示した。比較的均―なフェライト結

晶が観察され、その粒界には炭化物のセメンタイト (Fc3C)や パ~ラ イト組織 〔フェライトと鉄と炭

素との化合物であるセメンタイト (Fe3C)が交互に重なりあった層状組織〕の存在は認められない。

一方、400倍の写真中、黒いガラス質スラグ中に粒状のウスタイト (FcO)と 思われる鉱物質スラグ

を内蔵した非金属介在物 (鉄の製造過程で鉄と分離しきれなかった淳や耐火物等の非金属性の不純物

で、酸化物、硫化物、珪酸塩などの総称)が白色のフェライト結晶上に散在する錬鉄組織の様子を呈

している。また、特に硬さと強度を付与するための浸炭処理あるいは急冷の焼き入れを行った形跡は

伺えない。更に、非金属介在物の形態から、総じて等分に廷仲されており、一様な鍛冶加工を受けて

いたことが伺われる。

364頁 の化学成分分析結果によると、他の試料と比較して炭素 (C)の含有量は0.058%と 少なく、

一方珪素 (Si)や、燐 (P)等が各 0々,053%と 0。 145%と 高めで、その材質は純鉄に類似する。通常砂

鉄に多く含まれる鉄中の不純物として移行してゆくチタン (Ti)や バナジウム (v)の量はそれぞれ

0.005%と 0.001%以下と非常に少ない。一方、始発鉄原料が鉱石の場合に多く含まれてくる銅 (Cu)

が0.010%、 燐 (P)が0.1450/0と 高く、マンガン (Mn)イよ0.001%以下であったが、ニッケル (Ni)も

0.024%と 高めであった。従って、始発鉄源を特定するための指標金属元素量に有意差があり、本試

料は鉱石を始発原料とする製鉄工程で生成した可能性が高いと推定される。以上の結果を総合すると、

①この試料は炭素量が00580/0で 、一様な鍛冶加工を受けた錬鉄組織を呈し、その材質は純鉄に類似

する。

②浸炭処理あるいは急冷の焼き入れを行った形跡は伺えない。

③本試料は鉱石を始発原料とする製鉄工程で生成した可能性が高いものと推定される。

(18)試料番号No18 刀子片 (挿図番号2083)

長さ42oll、 幅1441al、 厚さ911mで、その外観写真を382頁 に示 した。全体に水酸化鉄と砂礫の固着 した

刀子先端状の試料である。分析や鍛造状態の観察は不可能である。着磁力はやや弱 く、MC反応 もな

い。X線透過写真で形状を確認 し、蛍光X線での分析 も試みる。総重量は4.2gである。

透過X線による分析結果を382頁 に示 した。試料の右側に陰影の濃い箇所があるが、これは銹瘤に

よるもので、MC反応 もないことから、本試料は完全に銹化 しており残存金属はない。

367頁 に蛍光X線による試料断面の化学成分分析結果を示 した。これによると、鉄 (Fe)を 除 く成分

として、胎土の影響 と思われる准素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (Ca)、 カリウム(K)等 の成

分が比較的多 く検出される。砂鉄原料特有の成分であるチタン(Ti)は 0180/O検 出されるが、蛍光X線

による分析精度が低 くその存在を断定し難 く、バナジウム(v)も 検出されない。一方、鉱石由来の特有

成分である銅 (Cu)、 マンガン(Mn)、 燐 (P)等は検出されない。従って、この分析結果からのみでは、
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その鉄素材の始発原料を特定するための決定要素に欠け、その判定が困難であり明確な結論は出せない。

(19)試料番号No19 棒状鉄片 (挿図番号2085)

長さ86111m、 幅404Hl、 厚さ22Hlmで 、長さ25almの 突起部を有する鉄片である。その外観写真を382頁 に

示 した。端部に割れがあり、剥落している。着磁力はないが、微小な剥落片にMC反応がある。試料

採取が可能かどうかX線透過写真で残存金属部形状を確認すると共に、剥落片蛍光X線分析 も試みる。

総重量は35,7gで ある。

透過X線による分析結果を382頁 に示 した。突起部は完全に銹化 した銹瘤で、突起部の下側に陰影

の濃い残存金属の存在が確認される。従って、調査用試料をこの部分より切 り出し、試料 とした。

382頁 に100倍 と400倍のC方向のナイタル腐食金属組織写真を示した。比較的均―なフェライト結

晶が観察され、その粒界には炭化物のセメンタイト (Fc3C)や パ~ラ イト組織 〔フェライトと鉄と炭

素との化合物であるセメンタイト (Fc3C)が交互に重なりあった層状組織〕の存在は認められない。

一方、400倍の写真中、黒いガラス質スラグ中に粒状のウスタイト (FcO)と 思われる鉱物質スラグ

を内蔵した非金属介在物 (鉄の製造過程で鉄と分離しきれなかった淳や耐火物等の非金属性の不純物

で、酸化物、硫化物、珪酸塩などの総称)が白色のフェライト結晶上に散在する錬鉄組織の様子を呈

しており、先の試料呑号h17と類似している。また、特に硬さと強度を付与するための浸戊処理ある

いは急冷の焼き入れを行った形跡は伺えない。更に、非金属介在物の形態から、総じて等分に廷伸さ

れてお り、一様な鍛冶加工を受けていることが伺われる。

367頁 に蛍光X線による試料の化学成分分析結果を示した。これによると、鉄 (Fe)を 除く成分とし

て、胎上の影響と思われる准素 (Si)、 アルミニウム (Al大 カルシウム (Ca)、 カリウム(K)等 の成分は

ほとんど検出されず、鉄金属の腐食元素である塩素 (Cl)力汁ヒ較的高い濃度で検出される。その混入

経路は不明であるが、本試料の保存状況に留意する必要がある。砂鉄原料特有の成分であるチタン

(Tl)、 バナジウム (v)等は検出されず、一方鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)、 マンガン (Mn)、 燐

(P)等 も検出されない。従って、この分析結果からのみでは、その鉄素材の始発原料を特定するため

の決定要素に欠け、その判定が困難であり明確な結論はだせない。以上の結果を総合すると、

①この試料は、一様な鍛冶加工を受けた錬鉄組織を呈し、その材質は純鉄に類似する。

②浸炭処理あるいは急冷の焼き入れを行った形跡は伺えない。

③その鉄素材の始発原料を特定するための決定要素に欠け、その判定が困難であり明確な結論は出せ

ないものと推定される。

(20)試料番号No20 鉄釘 (挿図呑号2091)

長さ6611m、 幅1041m、 厚さ941mで、全体に責土色の水酸化鉄に覆われている角釘試料である。その外

観写真を382頁 に示 した。着磁力は強 く、MC反応 もある。X線透過写真で残存金属部形状を確認後、

各種分析調査を試みる。総重量は14,lgで ある。

透過X線による分析結果を382頁 に示 した。外側は全体に銹に覆われているが、内部に陰影の濃い

箇所があり、金属鉄が残存することが確認される。従って、調査用試料をこの部分より切 り出し、試

料 とした。

382～383頁 に100倍 と400倍 のL方向とC方向のナイタル腐食金属組織写真を示 した。 L方向C方向

の写真から黒色紐状の非金属介在物 (鉄の製造過程で鉄 と分離 しきれなかった津や耐火物等の非金属
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性の不純物で、酸化物、硫化物、珪酸塩などの総称)が長手方向に延伸 されてお り、本試料 は長手方

向に鍛冶加工 を受けている様子が伺われる。写真中、金属鉄組織 は金属鉄のフェライ トとその粒界 に

パーライト組織 〔フェライトと鉄と炭素との化合物であるセメンタイト (Fc3C)が交互に重なりあっ

た層状組織〕が現れている状態が観察される。急冷の焼き入れを行った形跡はなく、鍛造成形後放置

冷却されたものと思われる。顕微鏡写真で見る限り、炭素量は極軟銅 レベルで約0。 15%前後 と推定さ

れる。また、え素量の異なるあわせ金および硬さと強度を付与するために浸炭処理は施されていない

ものと推定される。

364頁 の化学成分分析結果によると、炭素 (C)の含有量は0.140/0で あるが、珪素 (Si)や他の元素

の含有量 も少なく純度の高い鉄と言える。通常砂鉄に多 く含まれる鉄中の不純物として移行 してゆく

チタン (Ti)や バナジウム (v)の量はそれぞれ0.0010/O、 0.001%以 下と非常に少ない。また、始発鉄

原料が鉱石の場合に多 く含まれて くる銅 (Cu)と マンガン (Mn)が0,0040/Oと 0.o01%以 下そして燐

(P)や ニッケル (Ni)も それぞれ0.0250/0と 0.013%と 低い値であった。従って、この化学成分分析結

果から、本試料の鉄源が砂鉄か鉱石であるのかを特定することは出来ない。

EPMAに よるL方向の金属面の観察結果を383～ 384頁 に示 した。二次電子像 (SE像 )で ほぼ中

央の細長い紐状の展伸された暗黒色部分が介在物で、灰色の基地が金属鉄である。面分析の結果では、

珪素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 カルシウム (ca)、 カリウム (K)、 チタン(Tl)そ して酸素(0)に 白色輝

点が集中し、一方銅 (Cu)、 燐 (P)等 は検出されなかった。また、この介在物の中央箇所 (SE像中の矢

印位置)の各元素の定量結果 (365頁 の表 5、 酸化物表示)で は、59.5%Si02が 主要成分で、これに

19,8%A1203、 4.0%CaO、 1.9%K20、 0.06%NaOそ して2.0%M80等の造滓成分を固溶する珪酸塩系ガラ

ス質スラグである。また、10.6%FcOと 砂鉄原料特有の成分であるチタニア (Ti02)が 1.50/O、 V205が

0.15%こ れに固溶 しているものと思われる。一方、鉱石由来の特有成分である銅 (Cu)と 燐 (P205と 表

示)は検出されず、マンガン(MhOと 表示)も 0.50/Oと 低いレベルにあった。従って、本鉄素材の始発原

料はどちらかと言うと砂鉄であった可能性が高いものと考えられる。以上の結果を総合すると、

①この試料は長手方向に延伸され、鍛冶加工を受けており、

②急冷の焼き入れを行った形跡はなく、鍛造成形後放置冷却されたものと思われ、

③硬さと強度を付与するために浸炭処理は、施されていない。

④また、本試料の炭素量は0。 140/Oで 、本鉄素材の始発原料はどちらかと言うと砂鉄である可能性が高

いと推定される。

(21)試料番号No21 花瓶 (挿図番号2094)

長さ1 17tlm、 幅5411m、 厚さ30Hlmで、肉厚が1.511mの 試料である。その外観写真を384頁に示 した。口

縁部はやや細 く推定回径は3511unで 浮きだし帯線が 1本あり、胴部は太鼓状に膨 らみ胴径は約4541mで 同

帯線が2本 と下部には模様があるが鮮明でなく、一部は欠落 し底部もない。全体に押 し潰され破面部

から気泡痕も見え、鋳造時の失敗作品のように思える。内面も粗雑である。全体に着磁力は無いが、

MC反応はある。X線透過写真で残存金属部形状を確認後、蛍光X線で非破壊分析を行う。総重量は

139.Ogで ある。

透過X線による分析結果を384頁 に示した。全体に先の外観写真と同様の陰影が濃い状態が写し出

されており、金属の遺存状況は良いことが判る。中央の胴体部には細かな白い陰影の薄い箇所があり

これは鋳造時の鋳物巣と思われる。
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384頁の外観写真中の矢印を付けた 3箇所について、蛍光X線によるその化学成分分析を行った。

その結果を365頁 の表』こまとめて示 した。銅 (Cu)が390/0～ 59%、 錫 (Sn)ヵ諺2%～ 280/Oで 、次い

で鉛 (Pb)が 10°/。 ～180/0と 高い値で検出される。試料表面に付着 した土壌や地下水による汚染の影響

と考えられる珪素 (Si)、 アルミニウム (Al)、 燐 (P)、 カルシウム (ca)、 鉄 (Fe)等の成分が比較

的多 く検出される。砒素 (As)は 0,00～ 0.13%と 少なく、これは恐らく原料鉱石から不純物 として含

まれてきたものと推定される。一方、No3箇所から銀 (Ag)が少量検出され、これは原料鉱石由来と

言うよりは、何か外部より付着混入 した可能性が高いと思われる。

以上の分析結果から、主要成分が、銅 (Cu)で、錫 (Sn)と 鉛 (Pb)が存在するが、亜鉛 (Zn)は検出

されないことから、本試料は、鉛 (Pb)を 含有した銅 (Cu)と 錫 (Sn)の合金、所謂青銅と考えられる。

次に、本試料の成分組成を公知の古代銅製品類 (銅鐸、銅矛、銅剣、古銭、銅鏡等)の主要成分で

ある銅 (Cu)、 錫 (Sn)、 鉛 (Pb)の 配合比0と 比較 した結果を371頁 の図4に示 した。本試料の鉛 (Pb)、

銅 (Cu)、 錫 (Sn)の 配合比は、古代のいずれの銅製品類 とも異なり、図中やや右上に位置した。すな

わち、錫 (Sn)滞同(Cu)比 は、錫 (sn)含有量の高い古鏡、あるいは銅利器等の青銅製品のレベルを保

ちつつ、かつ相対的に鉛 (Pb)含有量を高めたものであった。これは、372頁 の図5に示す様に銹化青

銅遺物表面の蛍光X線による升紙 結果は、研磨面 (地金)の分析結果と比較 して、銹化表面層は相対

的に銅 (Cu)の含有量が低 くなる反面、鉛 (Pb)と 錫 (Sn)が相姑的に高い値を示す傾向にあり、地金の

分析結果と一致 しないことが知られてお り9、 従来より青銅遺物表面の銹化層が、土中での環境、雰

囲気などによって、同じ地金でも組成の異なる銹 (腐食生成物)が発生 しており、青銅遺物表面の銹

上からの分析値 と地金 とは殆 ど一致 しないことによるもの考えられる。従って、以上述べてきた分析

結果を考慮すると、実際の本青銅花瓶地金の主要成分組成は、図4中左下方向に位置 し、公知の古代

銅製品類 (銅鐸、銅矛、銅剣、古銭、銅鏡等)の中でも比較的高価な錫 (Sn)の 配合比が高い古鏡類

に類似した主要成分構成であることが推定される。

本試料の場合、X線回折による表面銹化部の分析を行っていないので、明確に断言出来ないが、銹

化表面の蛍光X線分析において、塩素 (Cl)が検出されないこと及び銹の色調が緑白色でないこと等

から、塩基性炭酸銅である『緑青』すなわちマラカイ ト [MalachiteiCuC03・ Cu(OH)2]の存在は少

なく、他方白色または茶色の銹であるキュープライ ト [Ctlpritc:(Cu20)]等 の存在が推定される。

また、本報告では、試料の非破壊調査・寿紙 を前提とし、試料を埋め込み、研磨 して、その組織を

観察する金属組織の形態分析を行っていないことから、本試料の製造方法に関する知見は、得られな

かった。

(22)試料番号No22 羽口

外径8011m、 内径20alm、 長さ601nmで 、白灰色の微細で良 く精製された粘土で作 られた羽口先端の破片

である。その外観写真を384頁 に示 した。被熟影響の少ない部分から試料を採取する。先端の黒色溶

融淳付着部は着磁力がやや弱 く、MC反応 もない鍛冶工程で使用されたものなのか、耐火度試験 も行

う。総重量は94.8gで ある。

化学成分分析結果を864頁の表 3に示 した。シリカ (Si02)が 62.70/0で、通常の粘上における約

600/O程度よりも僅かに高い。また、耐火度を向上させるアルミナ (A1203)イよ、2020/0で 、通常の粘

土における約15～ 180/0よ りも高 く、耐火度には有利である。成形性に関係する全鉄 (T.Fe)量 は、

1.990/O(Fe203換算で2.80/0)と 低 く、成形性は良好 と考えられる。一方、淳中の成分の指標 となる所
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第Ⅳ章 自然科学分析

謂造淳成分 (Si02■A1203+CaOttMgO+Na20+Ю O)中 の軟化性をもつ塩基性成分 (CaottM80)が 0,800/0

と少な く、耐火度を低下 させると想定 されるNa20と K20の総量 も2.90/0と 低値である。灼熱減量

(Igloss)は 8.650/0と 比較的高いので、熱影響の少ない粘土であることが伺われる。また、チタニア

(Ti02)が0.630/0検 出されるので、少々砂鉄を含む粘上であることも推定される。

以上のように、本試料の化学成分構成は、本試料が比較的高い耐火度を有する粘土遺物であり、羽

口としての機能を十分に考慮した成分構成であることを伺わせる。

耐火度の測定結果は、370頁の表 6に示す通り約1520℃ 前後であった。これは、図6に示したこれま

での粘土遺物の耐火度 (ゼ ーゲルコーン溶倒温度)と その化学成分組成との関係から推算 した値

(1590℃ )と も比較的良い一致を示した。また、本試料の古代製鉄関連粘土遺物としての位置づけは、

図4に示す様に先の試料h■ と同様比較的高い耐火度レベルに位置づけられ、特に羽口粘土グループ

の中でも上位に位置する。したがって、使用可能な粘土材のなかで、より羽口に適した性状の粘上を

吟味した可能性が伺われる。この羽口に使用された粘土が選別使用されたものかどうかは、更に周辺

粘土との比較が必要である。以上の結果を総合すると、

①本試料の化学成分構成は、比較的高い耐火度を有する粘土遺物であり、

②その耐火度は、約1520℃ 前後で、羽口に適した粘土材を吟味し使用した可能性が伺われる、

ものと推定される。

4。 ま とめ

考察の結果は次のようになる。

1)鉄製品

出土した鉄製品の性格は、下表の通り推定された。

試料酌 . 残存鉄金属の有無 カロエ状況 炭素 (C)含有量 始発原料の特定

鍛治加工有無 焼き入れ 焼きなま し 浸炭処理

1 有 り 一様 有 り 有 り 約0.5～ 0.6%前後 判定困難

3 完全銹化 鉱石

6 有 り 長手方向 有 り 有 り 判定困難

7 完全銹化 判定困難

8 有 り 長手方向 無 し 刀部に有り 刀部,約03%前後、

峰部 ;約 01%前後
砂鉄

有 り 判定困難

完全銹化 判定困難

完全銹化 判定困難

有 り
一様で、 2種の異

材のあわせ金
0.27% 判定困難

完全銹化 判定困難

完全銹化 判定困難

有 り 一様 無 し 0.058%、 錬鉄 鉱石

完全銹化 判定困難

有 り 一様 無 し 無 し 錬鉄 判定困難

有 り 長手方向 無 し 無 し 0.14% 砂鉄
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中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査

2)鉄淳

出上した鉄津の製鉄工程上の位置づけは、以下の通 り推定された。

①試料番号h2と No9は、鍛錬鍛冶津である。一方、No5試料は精錬工程の後半作業または鍛錬工

程の前半作業の何れかで排出された鍛冶淳である。

②試料番号N髄は、鉄津ではなく、完全に銹化した銑鉄鉄塊系遺物である。

③本遺跡から出土した鉄津の始発鉄原料には、砂鉄が使用された可能性が高い。

3)羽 口

①試料番号No■ とh22の化学成分構成は、比較的高い耐火度を有する粘土遺物である。

②その耐火度は、各々約1510℃ と1520℃ 前後で、羽口に適した粘土材を吟味し使用したものと推

定される。

4)花瓶

①中央の胴体部には鋳造時の鋳物巣と思われる部分があるが、総じて金属の遺存状況は良い試料

である。

②本試料は、鉛 (Pb)を含有した銅 (Cu)と 錫 (Sn)の合金、所謂青銅と考えられる。

③実際の本青銅花瓶地金の主要成分組成は、公知の古代銅製品類 (銅鐸、銅矛、銅剣、古銭、銅

鏡等)の中でも比較的高価な錫 (Sn)の 配合比が高い古鏡類に類似した主要成分構成であるこ

とが推定される。

5。 参考文献

1)大澤正己、梅原胡摩堂遺跡出土金属製品と鍛治 。鋳造関連遺物の金属学的調査、第二分冊、富山

県文化振興財団 (1996)

2)相馬開発関連遺跡調査報告 (1991年3月 、1997年 3月 )、 原町火力発電所関連遺跡調査報告 (1997

年3月 、1998年2月 、1998年3月 )、 常磐自動車道遺跡調査報告 (1995年 2月 、1999年 3月 、1996年

7月 )、 いわき市平バイパス清水遺跡 (1994年 7月 、1995年 3月 )、 群山市妙音寺遺跡 (1996年 1

月)、 新潟県三島郡和島村・門新遺跡、八幡林他 (1995年 2月 、1996年 12月 )、 山梨県八田村大琢

遺跡 (1997年 3月 )、 山梨県横森東下遺跡 (1998年 3月 )、 山梨県白根町百々遺跡② (2000年3月 )

等々の砂鉄を始発原料とする出土鉄津関連の分析調査報告書、川鉄テクノリサーチ(株 )。

3)窪田蔵朗著、F製鉄遺跡』ニュー・サイエンス社、p81(1986);た たら研究会編 F日 本古代の鉄

生産』たたら研究会、P164,(1991)、 他。

4)中口 裕著『銅の考古学』、雄山閣社、p141、 1986

5)千葉県率房総風土記の丘、『銅製資料分析・調査』サ|1鉄 テクノリサーチ(株 )、 1991:服部哲則、

『青銅器機器分析の基礎的研究』国立歴史民族博物館研究報告、第38集、301(1992)

6.参考

(1)鉄津の発生を鉄の生産工程から大きく分類すると、

①製錬津    砂鉄や鉄鉱石を木え等の炭素で還元して、酸素を取り除き、金属鉄を取り出す時に

発生するもので、炉内津や炉底津および炉外流出淳などがある。

②精錬鍛冶津  ①で出来た鉄塊から、さらに不純物を取り出して加工しやすい鉄素材 (鉄塊)にする

(大鍛冶淳) 時に生成するもので、成分的には①の製錬淳に近い。

③鍛錬鍛冶津  ②で出来た鉄素材や製品の鉄を加熱・鍛打して、鉄製品を作った過程で生成する鉄

(小鍛冶津) 津で、その生成過程により椀形鍛冶津、鍛造剥片や粒状鉄淳等の形となる。
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④鋳物津    鉄を溶解し、鋳型に流し込んで鋳物を作る時に生成するもの。

等がある。

本報告では、本遺跡出土試料の製鉄工程上の位置づけを特定するために、これまでの製鉄関連遺跡

ゆ動9よ り出土した鉄淳類の分析データ (約 530点)と合わせて、T.Fc―Ti02分布図 (図 1参照)、 T.Fc―造

淳成分分布図 (図 2参照)そ して鍛冶淳の分類図 (図 3参照)の作成を行い、本遺跡出土試料との比

較分析を行った。

鉄は再加工 (いわゆるリサイクル)の可能な素材として利用できるので、鍛冶場には各地で新規に

生産された鉄と同時にリサイクル品が持ち込まれてきた可能性もあると考えるのが妥当である。

素材である鉄や鉄塊がどこで生産されたものか、製鉄技術の進歩の状況はどうであったか等につい

ては、特定製鉄遺跡に付随する鍛冶工房や、製品としての鉄器類の追跡調査研究を進めて行く過程で

更に解明出来るものと思われる。

(2)鉄の分析結果について

分析結果表に記載されている全鉄分 (TotalFe=T.Feと 表示)の量と、その後に記載されている金属

鉄 (MetallicFc=M.Fc)、 酸化第一鉄 (FcO)お よび酸化第二鉄 (Fe203)と の関係を簡単に述べると、

後者の二つは酸化鉄 (鉄 と酸素の化合物)を示しており、それらの中の鉄 (Fc)の量とM.Feの量とを

合計したものが前者のT.Feと なる。

したがつて、分析値を合計する場合には全鉄分を除外して集計する必要がある。

また、酸化鉄にはこの他にもいろいろな形態をしたものがあり、鉄淳中の鉄の成分量を見る場合に

は、全鉄分 (T.Fc)が重要になる。

なお、酸化鉄の他の化合物としては四三酸化鉄 (FcO o Fe203=Fe304)が あるが、化学成分分析から

直接含有量は求められない。

また、水分との接触が多い鉄器や鉄津の場合、化合水 (CoW.)と 酸化第二鉄とが結合したオキシ水

酸化鉄 (Fe203・ H20=2FeOOH)が 一般的に認められる。その時の鉄銹の形態は、ゲーサイ ト

[Goethitci α―FcOOH]、 アカゴナイ ト [Attonite:β ―FeOOH]、 レピッドクロサイ ト [Lcpidocrocite:γ ―

FcOOH]の 3種であ り、生成環境や条件 により変化する。

(3)鉄津の化合物について

鉄淳を構成する化合物は一般に次のようなものであり、顕微鏡写真およびX線回折の結果によると、

原則としてこれらの存在がいずれかの組み合わせで認められる。なお、このほかにガラス質の化合物

も存在する。

ウスタイ ト   :wustitc(FcO) 白色の繭玉又は葡萄の房状結晶

フアイヤライ ト :Faydite(2FeO'Si02)  短冊状やレース状の長い結晶

マグネタイト  :Magncti俺 (Fc304)

ヘマタイト   :Heln�俺 (α ―Fe203)

多角盤状または樹枝状の結晶

赤褐色～赤紫色

マグヘマイト  :Maghcmaitc(γ ―Fe203) 赤紫色～黒紫色

ウルボスピネル :UlvOspinel(2FcO・ Ti02) 淡褐色、角尖状～六角形状結晶

イルメナイト  江lmcnitc(FeO・ Ti02)  褐色針状の長い結晶

シュードブルッカイトPseudObrooki俺 (Fc203・ Ti02)針状または板状結晶

ゲーサイト   :Gocthi俺 (α ‥FcOOH)  黄赤色、不定型

アカゴナイト  :Akagonite(β ―FcOOH) 責色、不定型
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中名IoV遺跡出土鉄津等の分析・調査

レピッドクロサィ ト :Lepidocrocite(γ ―FcOOH)橙 赤色、不定型

ヘーシナイト    :Hercynitc(FcO・ A1203)  ウスタイト中に多く析出。胡麻粒状

この他 、石英=ク オー ツ (Quartz:Si02)ル ーサ イ ト (Lcucite:KAlSi206)、 プラギ オ ク レーゼ

[Plagioclasc:(Na,Ca)(Al,Si)408]、  ドロマイ ト [DolomiteiCaMg(C03)2]等 の鉱物やガラス質の も

のがある。なお、色調は前記 したもの と若千異なる場合 もある。

(4)図 6の耐火度の推算方法について

これまでに蓄積された弊社所有の粘土遺物 (約 150点)の耐火度 (ゼ ーゲルコーン溶倒温度)と そ

の化学成分組成との関係を整理し、その相関性を調査することにより、粘土遺物の化学成分よりその

耐火度を算出するための実験式を誘導した。

すなわち、各化学成分について耐火度との相関性を吟味した結果、粘土を構成する化学成分を、大

きく3つ のグループ、①耐火度を増加させるグループ (Si02と A1203)、 ②耐火度を低下させるグルー

プ (T.Fe、 CaO、 Ti02、 Mgo、 MnO)そ して③耐火度に影響しないグループ (Na20、 K20、 CW、 C)

に分け、この内の①と②グループの比を指標値f(X)と して耐火度との相関性を検討した結果、下式

(相関係数:0.94)の 1次相関が得られた。

耐火度 (℃ )=l17.6。 f(X)+912.6     (1)

ここで、X軸の化学成分項であるf(X)は、次式によって表現できる。

f(X)=〔 α (Si02)+β  (A1203)〕 /〔 γ (T.Fe)十 δ (Ti02)十 o(CaO)+ζ  (ヽlgO)+7 (MnO)〕

α～7は各対応する化学成分の補正係数、すなわち各化学成分 1°/o当 たりの耐火度の増減量とした。

表 3の本羽口片試料の化学成分分析結果から計算したNollと No22試料のf(X)値は、各々5.62と

5.78で あり、その結果、本試料の耐火度は、これらのf(x)値を (1)式に代入して求め、計算値とし

て1570℃ と1590℃ が各々得られた。

表 1 中名V遺跡出土鉄滓の化学成分分析結果

翻 No FcO Si02 Na20 化合ガ P203

026 198

739 030 0032 783 0345

5 928 037 035 004 0376

〔分析方法〕JISに準拠し、以下の方法で行いました。

T,Fe:三 塩化チタン還元一ニクロム醸カリウム滴定法

M Fe:臭素メタノール分解 ―EDTAM定法

FeO:ニクロム酸カリウム滴定法

Fe203:計 算

化合水 :カールフィンシヤ~法

CI燃焼一赤外線吸収法

CaO,MgO,W血 0,Cr203,Na20,V,Cu:IC暖光分析法

Si02,A1203,CaO,MgO,TI02,P205,K20:ガラスビード蛍光X/m分析法

但しCao,MEO,MnOは 含有率に応じてICP分析法または蛍光X繊分析法

表 2 中名V遺跡出土鉄器の化学成分分析結果

〔分析方法〕JISに準拠し、以下の方法で行いました。

C,Si燃焼―赤外線吸収法 Sl,Mn,P,V,Cu,Al,NLTl,CE ICP発 光分光分析法  Ca,Mg:原子吸光法

表 3 中名V遺跡出土羽回の化学成分分析結果

試料陥 C S02 MnO A120a CaO �監O ■02 Na20 K2() T.Fe 化合水 Ig ioss

11 095 044 0_86 2.64

1_48 202 029 096 199 会26

〔分析方法〕JISに準拠し、以下の方法で行いました。

化合水 :カ ールフィッシャー法  C:燃焼一赤外線吸収法 Si02,A1208,CaO,MgO,■ 02,鹿 O,avhcl,Na20,T Fe:ガ ラスビード蛍光聯 分析法  Ig losy重 量法

評朗学No C

0017 0001以下 0002 0010 0001メ 下 0005 0001以 下 0001 残

0053 O OOl以 下 0024 0014 0001以下 残

0001以下 0025 0001以下 00■ 0001以下 0075 残
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測定箇所 Ｐｂ
④ (就素 ) Ｓｉ

選
Ｆｅ∽

Ｐ

燐 Ｓ
離 lfR)

No l箇所 4766 1351 2519 000 739 266 152 07よ 126 006

No 2箇所 5855 1079 223〕 389 143 125 045 000 004

No 3箇 所 3944 1755 2702 796 3.15 274 021 117 O04

■定量値は、検出された元

第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

表 4 試料No2呵 花瓶胴部の蛍光X線 による化学成分分析結果

検出された元素濃度の合計を100重 量°
/cと て求めた。

**標準偏差は、分析値の平均に対するバラツキを表す値である。

表 5 EPMAに よる鉄器遺物中の非金属介在物の定量結果

*定量値は、各金属元素の酸化物表示とし、検出された成分の合計を100重量%として補正した。

図 中名V遺跡出土 試料No l

刀子の蛍光X線分析スベクトル図と分析結果

HORIBA MESA-500  スペ ク トル

コ メ ン ト :試 料 No.1刀 辛

カーソ|レ  :  1 00 keV 0.040 ops 20 17 keV

図 中名V遺跡出土 試料No 3

鉄釘の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

HORIBA MESA-500 スペ ク トル

コ メ ン ト :試 料 No 3 鉄 釘 断 面

0.00 keV 0 040 cPs           20 47 たeV

図 中名V遺跡出土 試料Nα 6

板状鉄片の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

HORIBA  MESA― SOO   ス ベ ク ト ,レ

コ メ ン ト :試 料 No 6 板 状 鉄 片

濃 度 (Wt%)標 準 偏 差  強 度 (cps/μ A)
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HORIBA MESA-500 定 量 結 果
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成 分 濃 度 (Wtχ )標 準 偏 差  強 度 (Cps/μ A)

0 63B

26 Fe 鉄

'4S'1)い
素

15P り ん
13 Al ,ル ミニウム

2,SO       O.OS

試料 No FeO Si02 A1203 CaO ■ 0つ MgO K20 ZrO MnO Na20 S P205 V2()5

1 6887 2440 026 008

8 1203 5323 [227 246 072 023

1055 5950 1984 402

0 00 にっV

カーソ|′  :  1 00 teV

0 040 cps0 00 ヒgV 〕単ソ), :  1 00 とeV 20 47 ke∇

965



中名 I・ V遺跡出土鉄滓等の分析・調査

図 中名V遺跡出土 試料No 7

板状鉄片の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

日ORIBA MESA-500  スペ ク ト,レ

コ メ ン ト :試 料 No 7 板 状 鉄 片

図 中名V遺跡出土 試料Nα 8

板状鉄片刀子 ?の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

HORI BA  MESA-500   ス ペ ク トウじ

ヨ メ ン ト :試 料 No 3板 状 鉄 片 刀 子 ?

力‐ツル: 1 00 keV 0 080 cps 20 47 keV

図 中名V遺跡出土 試料No1 0

鉄釘の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

HORIBA MESA-500 ス ペ ク トル

コ メ ン ト :試 料 No.iO鉄 釘

0 00 keV 夢り

": 1.00 keV  0 040 oPs
20 47 keV

図 中名V遣跡出土 試料No1 2

鉄鏃の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

HORIBA MESA― S00  スペ ク ト,レ

コ メ ン ト :試 料 No,,2鉄 競

0.00 とeW

HORIBA  MESA-500   定 量 結 果

コ メ ン ト :試 料 No.7 板 状 鉄 片
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コ メ ン ト :試 料 No 10鉄 釘
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コ メ ン ト :試 料 No 12鉄 鏃
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図 中名V遺跡出土 試料No1 3

鉄釘の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

HCRIBA  MESA-500   ス ペ ク ト ,レ
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第 Ⅳ章  自 然 科 学 分 析

‖2
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コ メ ン ト :試 料 No ,3鉄 釘
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図 中名V遺跡出土 試料No1 6

刀子の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

HORIBA MESA-500 ス ペ ク トル

HORIBA  MESA-500   定 量 結 果

コ メ ン ト :試 料 No 13鉄 釘
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HORIBA MESA-500 定 量 結 果

コ メ ン ト :試 料 No

成 分
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16S 硫 黄
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16 刀 子
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図 中名V遺跡出土 試料血18
刀子片の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果

日ORIBA  MESA-500   ス ペ ク ト,レ

コ メ ン ト :試 料 No 18 刀 子 片

トリ)レ : 100た eV 20 47 keV

図 中名V遺跡出土 試料No1 9

棒状鉄片の蛍光線 分析スベクトル図と分析結果

HO自 lSA MESA-500  スペ ク ト,レ

コ メ ン ト :試 料 No 19棒 状 鉄 片

HORIBA  MESA-500   定 量 結 果
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コ メ ン ト :試 料 No 19棒 状 鉄 片

成 分        濃 度 (Wtχ )標 準 偏 差  強 度 (Cps/μ A)

26 Fe鉄
,7 Ci塩 素
37 Rb ルヒ・ シ・ ウム

0 02

0 178

0,13       353.105
0 17         6 00S

28 Ni ニリケル            0,08
16S 硫 黄      007

3a Asひ 素

0 00 keV

力‐ツル :  1 00 keV

0 020 ops

0,00 keV 力‐ツ|サ : 100ヒ eV  O,OSO cPs 20.47 keV

Jび7



中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査

図 中名V遺跡出上 試料No21

花瓶胴部-1の蛍光線 分析スペクトル図と分析結果

HCRIBA  MESA-500   スペ ク ト,レ

コ メ ン ト :試 料 No.21花 瓶 胴 部-1
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HORIBA MESA― S00 定 量 結 果
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図 中名V遺跡出土 試料No21

花瓶胴部-2の蛍光線 分析スペクトル図と分析結果

HCRIBA MESA-500  ス ペ ク ト,レ
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図 中名V遺跡出土 試料No21

花瓶胴部-3の蛍光X線分析スペクトル図と分析結果
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コ メ ン ト :試 料 No 21胴 部 -3

0.00 keV

ワ
率
Ⅳ

μ
秒

Ｘ

ｌ
げ
消
　

０
　
　
し
空

帯
Ю
ｌ６
消
２２
ｍ
２ａ
な
真

切
室

酬
醐

駆
聯
朝
鴎
釧
畔

HORIBA  MESA-5CO   定 量 結 果

コ メ ン ト :試 料 No.21田 部 ― a

成 分 濾 度 (WtX)標 準 偏 差  強 度 (Cps/μ A)

20 47 とaV

29 Cu魏
50 Snす す
32 Pb鉛
14 Siけ い 葉
13 Al ,ルミニウム
26 Fe鉄
iS P り ん
47 Ag銀

aS Asひ 素
6a I よ う 素
16S 硫 黄

146.378
31 634
24.718
0 6S2

0,174

0.189

27.02

7.96

1,17
0す 06

0.13

0.03

カリ》: 100比 ev  0 240 cPs

J5∂



試験報告圭
日

川鉄テクノリサーチ株式会社

千葉事業所

X線回折による鉄津の定性分析

No 2  No 4  No 5  No 9

理学電機株式会社 ガイガー・フレックス (RAD― ⅡA型 )

第Ⅳ章 自然科 学分析

分析・評価事業部

所長  菅 孝宏

1.件名

2.試料番号

3.測定装置

4.測定条件

①使用X線 Co一 Ka(波 長宝1,79021A)

②Kβ 線の除去 Fe

③管気圧・管電流 50k V ・35mA
④スキャニング・スピー ド 2° /nlln,

⑤サンプリング・インターバル 0,020°

⑥Do S,ス リット 1°

⑦R.S,ス リット 0.3mm

③S,S.ス リット 1°

③検出器 シンチレーション・カウンター

5.測定結果 同定された物質はチャートに記入しましたので御参照下さい。

S∩MPLE N∩ ME : NO.2

8RMPLE N∩ ЧE : N。  4

★ FcO g/ustite)
▲ Fe2Si04 ωayalite)
回 Fe804 1Magnetite)
◎ Si02 Quart2)
☆ α―FcO(OrD ttoethite)
回 CaA12Si208 anOrthite,Ordered)?

α―FeO(CD Goethite)
Fe,04 6江 agnetite)
ィーFeO(On (LepidOcrocite)
S102 Quart2)
FeO ttustlte)
CaA12S1209 9｀ northite, Ordered)?

☆

□

＊

③

★

ロ

,p



中名 I・ V遺跡出土鉄岸等の分析・調査

★ FeO Shhュ stite)
A Fe2Si04(Fayalite)
□ Fe804 1NIagne t i t e)

☆ α―FeO(OD Goethite)

★ Fe0 9れ stite)
口 F es04 餌 agnetite)
▲ Fe2Si04(Fayalite)
☆ α―FeO(Op goethite)
* γ―FeO(OD ILepidOcrocite)

図 1

100

10

12           22           5図

表 6 耐火度試験結果
追跡名 中名 V遺跡   佃  口)

試 料 番 号 耐払渡  (SK) 色  調 燃 ・ 心 d贈 韓 の細

11 羽 ロ 18+ うす茶色

うす茶色

やや膨れ 普 通

No 22 羽日 19 丸く収窮 普 通

〔備考〕―
法 :爵火れんがの計火度の試験方法(」 IS R2204)に 準拠

試験条件 :酸素プロバン炉法
*耐火温度 :卜 百このゼーゲルコーン溶倒温度比較表を参照

出土鉄滓類の全鉄量 (T.Fe)‐チタニア (Ti02)量 分布図

30     40     50
T・ Fe,0/O

X中名V遺跡出土品

H中名 H遺跡出土銀冶滓

Σζ中名 H遺跡出土ガラス質滓

△富山県下関連遺跡精錬鍛冶滓

□富山県下関連遺跡鍛錬鍛冶滓

十宮山県下関連遺跡鍛冶工程排
出滓

O富 山県下関連遺跡ガラス質滓

‐他県遺跡出土製錬滓

△他県遺跡出土精錬鍛冶滓

□他県遺跡出土鍛錬鍛冶滓

o他県遺跡出土ガラス質滓、炉
壁溶融・付着滓等

::鍛冶工程排出滓

×鉄鉱石系製錬滓 (文献値 )

一ヽ

ぃ個
０

一ト

ゼ ー ゲ ル コ ー ン 溶 側 温 度 比 較 表

温  度
(℃ )

ン

百万

一コ
番

温  度
(℃ )

ン

一
巧

一コ
香

温  度
(℃ )

ン

ロ可

一コ
番

温  度
(℃ ) 番 号

６００
６５０
ｍ
６９０
７‐０
７３０
７５０
Ｔ９０
８‐５
８３５
８５５
８８０
９００
囲
９４０

０２２
０２‐
囲
０１９
０‐８
０‐７
０‐６
０‐５
０‐４
０‐３
０‐２
０‐１
０‐０
∞
０８

９６０
９８０
０００
囲
蜘
０６０
０８０
‐００
回
１４０
‐６０
‐８０
馴
２３０
馴

陥
』
』
的
』
０２ａ
０ｌａ
拍
２ａ
３ａ
４ａ
酪
銘
７
８

1,280
1,300
1,320
1,350
1,380
1,410
1,435
1,460
1,480
1.500
1,520
1,530
1,580
1,610
1,630

９
‐０
＝
‐２
‐３
‐４
‐５
‐６
‐７
‐８
‐９
閣
躊
軒
２８

嗣
ｍ
６９０
７‐０
削
７５０
ｍ
Ｔ９０
８２５
８５０
８８０
囲
蜘
０００

閣

３０

３‐

３２

３３

“

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４‐

４２

註 :コ ーンは正確な温度の測定をするものではない。
耐火度の数値を概時の温度で示す場合にのみ上の温度表が使われる。
この表は」 IS R0305付 表による。コーン番号 =SK番 号

,79

試料数約530点



製錬滓と鍛冶滓の分類

滋

歎
呉__3

ヽゞ
ム
か ＼

:f_｀＼
田

t 砂鉄系製錬滓Gr l斗ト
ゝ 口

二
要茎圭:ぞ 登乾

□

ぜξよ= 鈎 即

.鼻
´I鯉

Щ 泊

２

ｏ。

９０

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２。

１。

。

図

１
　
　
　
　
　
　
深
い雀
督
批
則

×中名V遺跡出土品

凶中名Ⅱ遺跡出土鍛冶滓

Σで中名Ⅲ遺跡出土ガラス質滓

△富山県下関連遺跡精錬鍛冶滓

□富山県下関連遺跡鍛錬鍛冶滓

十富山県下関連遺跡鍛冶工程排
出滓

o富山県下関連遺跡ガラス質洋

‐他県遺跡出土製錬滓

Δ他県遺跡出土精錬鍛冶滓

□他県遺跡出土鍛錬鍛冶滓

0ガラス質,宰、炉壁溶融・付着
津等

::鍛冶工程排出滓

×鉄鉱石系製錬滓 (文献値 )

Σ≪中名V遺麟出土鍛冶滓

滅中名II遺 跡出土鍛冶滓

十富山県下出土鍛冶工程排
出滓

□富山県下出上鍛錬鍛冶滓

△他県遺跡出土精錬鍛冶滓

□他県遺跡出土鍛錬鍛冶滓

国鍛冶工程排出津

X鉄鉱石系製錬滓 (文献値 )

o日本出土銅器(39資料)

●朝鮮・中国出土銅器 (42資料 )

△中国・日本吉銭(18資 料)

□古鏡(56資料)

※中名V遠跡出土 No 21花 瓶試料

第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

試料数 :約530点

40
T,Fel%

砂鉄系鍛冶滓と鉱石系製錬滓の分類図3

10

001

Ｎ
Ｏ
Ｅ
く
Ｏ
ｃ
Σ

0000 0010
Ti02/T.Fe

0100

01
Pb/Cu

青銅遺物のPb/Cu―Sn/Cu分布図

,71



口

イ
ア

表面層

1地金 に

″

]地金

コ
υ
ヽ
Ｃ
∽

中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査
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EPMAの 分析条件

1.分析装置 E P MA1600型 (島津製作所製 )

2.元素マッピグ (特性 X線像 )

加圧電圧 15 kV 分光結晶

ビーム電流 0,2μ A LiF(Fe,Ti,Cu)

ビーム径 lμ m RAP(Al,Mg)

倍率 400布筆 LS7A(0)

写真速度 200msec/1ne PET(Si,Ca,K,P,S)

3.簡易定量分析

加圧電圧 15 kV 定量方法 ZAF

ビーム電流 0.2μ A 分光結晶 LiF,PET,RAP

ビーム径 5μ m× 5μm

スキャン速度 121nin

放射線透過試験記録表

検査年月日    20∞ 年1明 13日

ギ」足暴手     ――――― 磨過度計

試験箇所 焦点・フイルム間距離    I∞ Omm

浴 按 力 厭      ―― ― ― ― 電流・電圧         110K中
Tube Voltage&Tube Current        5mA

И 禦 露出時間         02 �n

板厚 使用フイルム    フジヤlo0 3・ /3×12'

装置      理学 200弱磁 増′悪油          l1027mm Pb

川崎テクノリサーテ株式会社

物̈ 拗呻
分

℃

５

勢

,72



試料NQ l(1～ 10)

1.外観写真 2.
6. C方 向  ×400

X線透過写真 3～6.組織写真 3.L方 向
7～ 10.EPMAに よる面分析結果  ×400

第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

L方向 ×400 5.C方向 ×100
二次電子像 8.Fe 9.Si 10. Al

,7_9

×100  4.
L方向 7.



中名 I・ V遺跡出土鉄淳等の分析 ・調査

試料No l(1～ 6)試 料No2(7～ 9)

1～6.EPMAに よる面分析結果 L方向 ×400 1.Ca 2.K 3.Ti 4.0 5,Cu 6.P 7.外 観写真
8'9。  第且漁貌写妻Γ彗  8.  ×100  9,  ×400

37イ

ⅢⅢ攀が硝    i五、 終挽I∴れか∵事 II・
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試料NQ3(1・ 2)

1.外観写真 2.
7・ 8.組織写真

試料NQ4(3～ 5) 試料NQ5
X線透過写真 3.外観写真 4・ 5.

7。  ×100  8.  ×400

(6～ 8)

組織写真 4.× 100 5。 ×400 6,外観写真

J7_j‐



中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査

試料NQ6(1～ 4)

1.外観写真 2.
7.外観写真 8.

'7び

試料NQ7(5・ 6) 試料NQ8(7～ 9)

X線透過写真 3・ 4.組織写真 3.× 100 4.× 400 5.外観写真 6.X線透過写真
X線透過写真 9.組織写真 L方向×10
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試料NQ8(1～ 7)

1～7.組織写真 1.L方向 ×20 2.L方 向 ×100 3・ 4.L方 向 ×400 5・ 6.C方向 ×400

J77
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試料NQ8(1～ 10)

1～8.EPMAに よる面分析結果 L方向 ×400 1.二次電子像 2.Fe 3.Si 4.A1 5。 Ca 6.K 7.Ti
8. 0 9. Cu 10。  P
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試料NQ9(1～ 4)試料NQ1 0(5・
1・ 2.外観写真 3・ 4.組織写真
9.外観写真 10.X線透過写真

11

6)試料NQl l(7・ 8)試料NQ1 2

3. ×100 4. ×400 5. タト観写真 6.
11.外観写真 12.X線透過写真

第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

(9・ 10)試料NQ1 3(11・ 12)

X線透過写真 7・ 8,外観写真

10

12
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中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査

試料NQ1 4(1～ 10)

1・ 2.外観写真
6.L方向 ×100

98θ

3,X線透過写真 4～ 10,組織写真 4.L方 向 ×10 5.L方向
7.L方 向 ×400 8.C方向 ×100 9'10。 C方 向 ×400

×20
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試料NQ1 8(1・ 2) 試料No1 9(3～ 8) 試料No20(9～ 12)

1.外観写真 2.X線透過写真 3.外観写真 4.X線透過写真 5～8.組織写真 5。 (1)× 100
6.(2)× 100 7.(1)× 400 8。 (1)× 400 9.外観写真 10.X線透過写真 11・ 12.組織写真
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織
ａ
＆

^| :ヽ〕



下1匁単 翔 甫 弾 協 穏 攀 爺

′

螺

部 像 い
い 輩 弾 臼 瑯 欝 麟

"H′

               材 競 哺 鼈 鶴 馘 機 構 § 協 醤 毒 懇 麟 穣 懸 聰 警

.|:穏岳|・
     fer

Ｌ
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｒ

試料No20(1～ 10)

1・ 2.組織写真
3.二次電子像

1.C方 向 ×100 2.C方 向
4. Fe 5。  Si 6. A1 7. Ca

×400 3～ 10,EPMAに よる面分析結果 L方向 ×400
8.K 9. Ti 10。 O



中名 I・ V遺跡出土鉄津等の分析・調査

試料NQ20(1・ 2) 試料No21(3～ 5)

1,2.EPMAに よる面分析結果 L方向
5.X線透過写真 6・ 7.外観写真

984

試料NQ22
×400 1. Cu

つ

３
．

●
　

Ｐ 外観写真 4.胴部蛍光X線分析測定位置



富山県中名 I・ V遺跡出土漆器の科学分析

漆器文化財科学研究所 四柳 嘉章

I.分 析 の方法

漆器は階層や価格に応じた各種の製品が生産され、その品質が考古学的には所有階層復元の手がか

りとなる。この品質差を材料や技術的側面から評価する場合、肉眼による表面観察では使用や廃棄後

の劣化を含めた表面の塗りと加飾部分でしか判断できず、それも専門的な経験に左右される。しかし

漆器本来の耐久・堅牢性は塗装工程にあり、この塗膜の下に隠された情報は、塗膜分析によって引き

出される。

塗膜分析は漆器の内外面数箇所から数almの 塗膜片を採取し実体顕微鏡で観察した後、ポリエステル系

樹脂に包埋後その断面を研磨のうえプレパラートに接着し、さらに研磨を加えて (♯ 100～ 3000)金

属・偏光顕微鏡で観察する方法である。サンプルである手板試料と比較検討しながら採漆や下地材料の

同定を行うが、これによって表面観察ではわからない時代的地域的な標漆の特色、製品の品質が把握で

きるので、遺跡における所有階層の推定やデータが集積されれば製品の流通問題にも追ることができる。

また塗料の直接的な分析はフーリエ変換赤外分光分析法、顔料は蛍光X線分析法を用いた (後述)。

なお、本稿で用いる用語については基本的には漆工用語に従うこととし、意味が曖味で誤解をまね

くものについては、以下のように規定して使用する1)。

①赤色漆

赤色の主な顔料である朱 (HgS)やベンガラ (Fc203)が 未同定の場合には「赤色漆 (未 同定)」 と

最初に断って使用し、同定済みは「赤色 (朱)漆」「朱漆」「ベンガラ漆」などと表記する。よく使わ

れる「赤漆 (あ かうるし)」 イま「赤漆 (せ きしつ)」 (木地を蘇芳で染め透漆を施したもの)と の混同

をさけるために用いない。内外面とも赤色漆の場合は、未同定は「総赤色 (未同定)漆」、同定ずみ

の場合は「総赤色 (朱)漆」、あるいは慣例による「総 (惣)朱」「皆朱」「朱漆器」などを用いる。

②黒色漆と黒色系漆

黒色の顔料である炭素粒子や鉄系化合物粒子などを含むものを「黒色漆」、黒色顔料を含まないも

のを「黒色系漆」として区別する。「黒色系漆」においては黒色顔料を含んでいないが漆自体の表層

が茶黒色に変質し、さらに下地色を反射して肉眼では黒色に見えるので、技術や材料科学上両者の区

別が必要である。未同定の場合は、はじめに「黒色漆 (未 同定)」 とことわる。内外面とも黒色漆の

場合は「総黒色漆」、同じく黒色系は「総黒色系漆」 (い わゆる「総黒」は両者を含んだもの)、 内面

赤色外面黒色は「内赤外黒色漆」、同じく「内赤外黒色系漆」とする。赤色顔料が同定されている場

合は「内朱外黒色漆」あるいは「内赤 (ベ ンガラ)外黒色漆」などと呼称する。

③下地の分類

一般の粗い鉱物粒子を用いたものは「地の粉漆下地」、珪藻土使用は「珪藻土漆下地」、より細かい

砥の粉類似は「サビ漆下地」、膠使用は「地の粉またはサビ膠下地」、炭粉は漆を用いたものは「炭粉

漆下地」、柿渋を用いたものは「炭粉渋下地」とする。

Ⅱ.分析結果

塗膜分析を行った漆製品は13点で、 1点 につき内外面各 3点の試料を作成し平均値を算出した。し

たがって必ずしも図版のスケールとは一致しない。赤色漆の色調表現はマンセル値によるもので、

98_j



富山県中名 I・ V遺跡出土漆器の科学分析

「4R 4/■ 」とあるものは、4Rは色相で、4/11は 明度/彩度である。下地の炭粉粒子は下記

のように3分頚する。

細粒…破砕工程が中粒え粉より細かく炭粉粒子は均―で、針葉樹などの木口組織を全くとどめない

もの。

中粒…炭粉粒子は1～ 2μ m× 5～ 10μ m程度の針状粒子と長径 5μ m前後の多角形粒子などからな

り、針葉樹などの木口組織はごく一部にしか認められないもの。

粗粒…破砕工程が粗く針葉樹などの本国組織を各所にとどめるもの。炭粉粒子は不均―で各種形状

のものを含み、長径30μ m前後の針状ないし棒状粒子を含むことが多い。

以下、木胎 (木地)から順に番号 (①～)を付して説明する。

塗 膜 分 析

◇hl(挿図番号3005、 S D4501出 上、図 8、 図版 1)      椀 (内面赤色)

器形・表面観察

腰が張らず斜上方に開く内面赤色外面黒色系椀。外面の赤色漆絵は下部の界線上に岩 (土坂)と笹

竹が描かれた蓬莱文意匠。内面は刷毛目痕が顕著である。赤色のマンセル値は7.5R5/12。 ヨコ木取

り (板 目)。

塗膜分析

内面①え粉渋下地層。層厚12～ 40μ m。 え粉粒子は中粒。②漆層。層厚20μ m前後。③赤色 (朱 )

漆層。層厚は薄く7～ 10μ m。 朱粒子は細かく0.5μ m以下の微粒子。

外面①炭粉渋下地層。層厚32μ m前後。炭粉粒子は中粒。表層2～ 3μ mが分離。②漆層。層厚30

μm前後。

◇No 2(挿図番号3003、 S D4501出 土、図8)          椀 (総黒色系)

器形・表面観察

小さな畳付けをもち、斜上方に開く総黒色系椀。内外面に赤色漆絵 (ベ ンガラ、最大層厚 5μ m)

が施されており、内面の意匠は蓬来文である。ヨコ木取り (柾 目)。

塗膜分析

内面①え粉渋下地層。層厚85μ m前後。炭粉粒子は中粒。層厚10μ m前後が分離。②漆層。層厚12μ

m前後。表層 lμ mが変質。

外面①炭粉渋下地層。層厚90μ m前後。炭粉粒子は中粒。層厚10μ m前後が分離。②漆層。層厚15

μm前後。表層2～ 3μ mが変質。

◇NQ 3(挿図呑号3032、 A2地区Ⅱ層出土、図 8、 図版1)    椀 (内面赤色)＼

器形 。表面観察

幅広の高台をもち、体部は中ほどから強く立ち上がる内面赤色外面黒色系小椀。外面に漆絵痕をと

どめるも意匠は不明。赤色は暗い黄色ぎみの赤で深緋に近く、マンセル値は7.5R3.5/7。

塗膜分析

内面①え粉渋下地層。層厚50μ m前後。炭粉粒子は粗粒。表層の分離はあまり見られない。②赤色

(ベ ンガラ)漆層。層厚37μ m前後。ベンガラ粒子は0.5μ m以下の微細なものが多いが、部分的に

7× 10μ mほ どのブロックが認められる。

外面①え粉渋下地層。層厚80μ m前後。炭粉粒子は粗粒。表層 5μ mが分離。②漆層。層厚 5～ 10μ m。
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◇No 4(挿図番号3002、 S D4501出 土、図 8、 図版 1)     椀 (総黒色系)

器形・表面観察

内外面に赤色漆絵 (ベ ンガラ、最大層厚10μ m)を有する総黒色系椀の小片。ヨコ木取り (柾 目)。

塗膜分析

内外面①炭粉渋下地層。層厚50μ m前後。炭粉粒子は粗粒。表層 7μ mが分離。②漆層。層厚29μ

m前後。表層 8～ 10μ mが変質。

◇配 5(挿図番号3001、 S D4501出 土、図 8、 図版 1)     椀 (総黒色系)

器形・表面観察 (A、 Bの 2点 )

A)内外面に赤色漆絵 (朱、最大層厚 7μ m)を有する総黒色系椀の小片。漆絵の意匠は鶴亀の蓬莱

文と鶴九か。赤色は緋色でマンセル値は7.5R3.5/7。 ヨコ木取り (柾 目)。

B)黒色系椀

塗膜分析

A)外面①炭粉渋下地層。炭粉粒子は中粒。表層 7～ 12μ mが分離。②漆層。層厚 7～ 9μ m。

B)口縁①布着せ層。タテ糸の繊維束幅122μ m(ヨ コ糸不明)。 ②漆層。層厚60μ mo ③漆層。層厚

39μ m。 これより上層は剥離のため不明。

◇陥 6(挿図番号3004、 S D4501出 土、図 8、 図版 1)     椀 (総黒色系)

器形・表面観察

高い高台 (器高3.2cm、 径8.5cm)と 身が深い大ぶりの総黒色系椀 (鹿合椀タイプ)。 高台外面には

挽き目が顕著である。みこみには鶴九 (向鶴)と いくつかの赤色漆絵が見られる。外面の赤色漆絵の

意匠は不明。赤色のマンセル値は10R5,5/12。 ヨコ木取り (柾 目)。

塗膜分析

内外面①炭粉渋下地層。層厚24～ 74μ m。 炭粉粒子は中粒。表層 2～ 3μ mが分離。②漆層。層厚

17μ m前後。表層 5μ mが変質。

◇胞 7(挿図番号3057、 S E1269出上、図 8、 図版 1)     椀 (総黒色系)

器形・表面観察

詳細不明

塗膜分析

内面①炭粉渋下地層。層厚50μ m前後。炭粉粒子は中粒。表層 5μ m分離。②漆層。層厚24μ m前後。

◇N‐o8(資料番号M970026、 S D900出 上、図版2)      椀 (総黒色系)

器形 。表面観察

詳細不明

塗膜分析

内面①災粉渋下地層。層厚61～ 74μ m。 炭粉粒子は中粒。表層 3～ 4μ mが分離。②漆層。層厚 7μ m。

③漆層。層厚12μ m前後。④漆層。層厚10μ m前後。

◇h9(挿 図番号3082、 S E1305出上、図 8、 図版2)     皿 (総黒色系)

器形・表面観察

詳細不明

塗膜分析

内面①炭粉渋下地層。層厚61μ m前後。炭粉粒子は中粒。表層 5μ mが分離。②漆層。層厚13μ m
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前後。

◇No10(資料番号M970058、 SK■04出土、図版2)

器形・表面観察

No10のパッタには赤色 (A)や総黒色系.(B)漆器の微細な破片ばかりが含まれているが、器形は

不詳。また同‐パック内には糖日形 (長径 4 11ull)の 金箔類似片があり、何らかの装飾に使用された可

能性もあるので成分の分析を行った (蛍光X線分析の項参照)。

塗膜分析

A.①白色下地層 (一辺地)。 層厚49μ m。 0.2μ m以下の微細な粒子からなり胡粉による膠下地と判断

される。②白色下地層 (二辺地)。 層厚29μ m。 1特徴は①層に同じ。③赤色 (ベ ンガラ)漆層。層厚は

厚く74μ m前後あることから、2層の可能性がある。ベンガラ粒子は0.3μ m以下の微細なものである。

Bo ①え粉渋下地層。層厚24μ m前後。炭粉粒子は中粒。②膝層。層厚 7μ m前後も

◇Noll(資料番号M970077、 S K2543出 土、図版2)       椀 (総黒色系)

器形・表面観察

塗膜小片む外面に赤色 (朱)漆絵痕が見られる。

塗膜分析

内画①炭粉渋下地層。層厚171μ m前後。え粉粒子は中粒。②漆層|。 層厚29μ m前後。

◇No12(挿図番号3095、 S D2172‐C出土、図8、 図版2)     椀 (総黒色系)

器形・表面観察

薄手でゆったリーと斜上方に開く大ぶりの総黒色系椀。高台裏は露胎状態であるが、わずかに塗膜の

痕跡が残されている。ヨーコ木取り (紅 目)。

塗膜分析

内外闘③炭粉渋下地層。層厚50～ 90μ m。 炭粉粒子は中粒。②漆層。層厚24μ m。

ONo13(挿図番号3098、 S D2172-C出土、図8)        椀 (総黒色系―
)

.器形・表面観察

詳細不明

塗膜分析

内外面①炭粉渋下地層。層厚44～ 74μ m。 え粉粒子は中粒。②漆層。層厚5～ 17μ m。 表層 2～ 3

変質。

ONQ14(挿 図番号3074、 S E1269出 土、図8、 図版2)      椀 (総黒色系―
)

器形 ,表面観祭

丸腰からゆるやかに開く薄手で端反の総黒色系椀 (口縁部は小さな玉縁)。 ヨコ木取り (柾目)。 一

見して良質の漆器である。

塗膜分析

内面①炭粉漆下地層。層厚は薄く24μ m。 炭粉粒子は中粒。②漆層。層厚12～ 18μ mo ③漆層。層

厚22″ mp ④漆層。層厚17μ m。 表層 5μ 岬が変質。⑥溶層。層厚19μ nl。

外面①炭粉漆下地層。層厚50μ m。 炭粉粒子は中粒。②漆層。層厚12μ mo ③漆層。層厚12μ m。

表層 5μ mが変質。④漆層。層厚39μ m。 表層 5μ mが変質。

ONo15(挿図番号3159、 C地区I層出上、図 8、 図版3)     蓋 (総赤色、金蒔絵)

器形・表面観察
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肩がシャープに突 き出 した総赤色の蓋。肩の部分 に花枝の金蒔絵が施 されてお り、葉の葉脈 は引っ

掻 き技法 による。蒔絵粉 は薄 く微細であ り消 し粉の可能性がある。赤色 は くすんだ小豆色で、マンセ

ル値は8R4.5/4.5。

塗膜分析

内外面①災粉渋下地層。層厚50～ 85μ h。 炭粉粒子は中粒。②漆層。層厚15μ m前後。③赤色 (べ

ンガラ)漆層。層厚49μ m前後。ベンガラ粒子は0。 lμ m以下の微細なものが大半だが、部分的に長径

24μ mほ どのブロックが分散する。

◇陥16(挿図番号3166、 S P 5056出 上、図 8、 図版3)     椀 (総黒色系)

器形・表面観察

全体に大きく歪んだ状態であるが、ゆるやかに立ち上がる総黒色系椀。内外面に赤色漆絵がみられ

るが、剥離が著しく意匠はよくわからない。みこみには亀 (背 は引っ掻き)が確認できるので、今 l

つは鶴であろう。高台裏に赤色漆絵による「一」の銘がある。ヨコ木取り (柾 目)。

塗膜分析

内外面①炭粉渋下地層。層厚50μ m前後。炭粉粒子は中粒。表層の分離はあまり見られない。②漆

層。層厚14～ 24μ m。

◇No17(挿図番号3164、 S K5234出 上、図 8、 図版3)     椀 (総黒色系)

器形・表面観察

内到 りの深い高い高台 (高 さ約2.5cm)と 深い身が特徴の大ぶりな総黒色系椀。高台外面は挽き目

(カ ンナロ)が著しい。見込みにかろうじて赤色漆絵痕をとどめるが意匠は不詳。全体に塗膜は薄く

大半が剥離している。内外面に赤色漆絵がみられるが、剥離が著しく意匠はよくわ勢ゝらない。ヨコ木

取り (柾 目)。

塗膜分析

内外面①庚粉渋下地層。層厚50μ m前後。炭粉粒子は中粒。表層の分離はあまり見られない。②漆

層。層厚 7μ m前後。

N‐o18(挿図香号3167、 S P 5263出 土、図 8、 図版3)      椀 (内面赤色)

器形・表面観察

突き出した腰から強く立ち上がる内面赤色外面黒色系椀。外面の赤色漆絵は塗膜の剥離が著しく詳

細はわからないが、九輪になんらかの家紋が描かれたものだろう。赤色は赤錆色でマンセル値は9R

3.5/8.5。 ヨコ木取り (柾 目)。

塗膜分析

内外面①災粉渋下地層。層厚12～ 37μ m。 炭粉粒子は粗粒。表層 5μ mが分離。②赤色 (ベ ンガラ)

漆層。層厚19μ m前後。ベンガラ粒子は0.5μ m以下の微細なものであるが、部分的に長径12μ m前後

のブロックも分散している。

◇NQ19(資料番号M980549、 C地区 I層出土、図版3)     椀 (総赤色)

器形・表面観察

赤色漆塗膜の小片。

塗膜分析

内外面①炭粉渋下地層。層厚50μ m。 災粉粒子は中粒。表層 5μ mが分離。②赤色 (ベ ンガラ)漆

層。層厚39μ m前後。ベンガラ粒子は0.3μ m以下の微細なものであるが、部分的に長径 7μ m前後の
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ブロックも分散 している。

◇h20(資料番号M980607、 C地区Ⅲ層出土、図版3) 椀 (総黒色系)

器形 。表面観察

大椀の底部片 (総黒色系)。 みこみに細線の赤色漆絵痕がみられるが意匠は不詳。高台裏は露胎

(図版参照)。 ヨコ木取り (柾 日)。

塗膜分析

内面①え粉渋下地層。層厚50～ 100μ m。 炭粉粒子は中粒。②漆層。層厚10～ 20μ m。

◇No21(挿図番号3139、 S D 5302出 土、図8) 椀 (総黒色系 )

器形 。表面観察

腰が張らず斜上方に開く大ぶりの総黒色系椀。外面の塗膜はほとんど剥離している。みこみには赤

色漆による鶴亀笹竹の蓬莱意匠が見られる。筆法はラフである。全体に2次的火熟痕が認められる。

ヨコ木取り (柾 目)。

塗膜分析

内外面①炭粉渋下地層。層厚24～ 50μ m。 炭粉粒子は中粒。表層 3μ mが分離。②漆層。層厚12μ m

前後。

◇No22(挿図番号3138、 S D 5302出 土、図8、 図版 3) 椀 (総黒色系)

器形・表面観察

外方にぶんばった高台と突き出した腰から立ち上がる総黒色系椀。内外面に赤色 (ベ ンガラ)漆絵

が見られるが、内面全体は扇を中心にして鶴亀などが周囲を囲む蓬莱意匠である。外面は4箇所に鶴

亀を配しており、赤色顔料は濃淡を使い分けている。赤色は赤錆色でマンセル値は9R3.5/8.5。 ヨ

コ木取り (柾 目)。

塗膜分析

内面①炭粉渋下地層。層厚24～ 50μ m。 え粉粒子は中粒。表層 3μ m分離。②漆層。層厚15μ m前

後。表層 5μ mが変質。

赤外分光分析

分光学 (Spectroscopy)は 「光と物質との相互作用によって生じる光の強度やエネルギー変化を調

べる学問」
2)と

定義され、固有の振動をしている分子に波長を連続的に変化させて赤外線を照射して

ゆくと、分子の固有振動と同じ周波数の赤外線が吸収され、分子構造に応じたスペクトルが得られる。

このスペク トルから分子構造を解析する方法を赤外線吸収スペク トル法 (Infrared Absorption

Spcctroscopy) という3)。

漆塗膜の分析にはフーリエ変換赤外分光法 (Fourier TransfoHn hrrarcd spectroscopy、 FT‐IR)を 用い

る。赤外光は近赤外 (波数14000～ 4000cm~1、 波長700nln～ 2.5μ m)、 普通赤外 (波数4000～ 400cm~1、

波長2.5～25μ m)、 遠赤外 (波数400～ 10cm~1、 波長25μ m～ l mll)に分けられるが、ここでは通赤外

光を用いる。波数は l cm当 たりの波の数で、振動数を光速度で割ったものであり、波長の逆数である。

FT―IRは普通赤外の倍は波数4000～400cm lの光を2つの光束に分割し、 1つ は固定し (固定鏡 )、

他方の光路長は可動ミラー (可動鏡)を用いて変化させる。つまり干渉計から位相の異なる光が出る

わけで、 2つ の光束間の距離が変化すると干渉の結果、加え合わさった部分と差し引かれた部分の系

列が生ずることによって、強度の変化が起こる。すなわち干渉図形が得られる。フーリエ変換という

,刀



ォ

″

膨

犀

″ 焔

１

＝

＝

Ｈ

Ｈ

＝

Ｈ

＝

イ‐

サ

|

串

ｔ＼

ヽ
＼
ぶ ノ

峡

だ

ハ
＼ビ

Ａ
品
府 電

①
Ａ
代
　
　
② 彩

ヘペ

/
′

⌒

判

V

Ａ
Л
判
碑
ム

ｙ

　

・

く

　

　

　

　

¨

＼
　
　
ゝ
＼、
＼

/1

く

　

　

・

イ

√

　

一

④

ノ
ヘ

惟

■

ミ

ノ

//

ヽ

√

/

υ
か

ノ 琢

/＼ノ
ツ

Abs

図 1 黒色系漆塗膜の赤外線吸収スペクトル

Vavenumbencm-11

第Ⅳ章 自然科 学分析

①精製漆(岩手県浄法寺産,1992年作製)

②中名 I・ VNo13(3093)黒 色系漆
③中名 I・ VNo7(3057)黒 色系漆
④中名 I・ VNoll(M970077)黒 色系漆

4 om-1
16

-ション   CoSne

Abs

図 2 炭粉渋下地の赤外線吸収スペク トル

Vavenumbolcm-11

①中名 I・ VNo18(3167)

②中名I,VNo4(3002)
③中名 I・ VNo2(3003)
①中名 I・ VNol(3005)
⑤中名 I・ VNo17(3164)

⑥中名 1・ V(M960394・Al地区出土品)

②炭粉渋下地(ホト塁,1991年作製)

′
，

チ
鯵
鮒
酢
Ｍ
解
Ｍ

ド
ゝ

懺

Ⅳ

樹
副

朋

潮

|

代
触
ペ

―

核

協

枠

詐

狛

Ｔ

温
踏
部
、

呟

圧

解

＼

＼
だ
〆

Ｃ

／
〃
切
Γ

″
／

①
ハ
観
酬
「
、

⑤
ａ
Ｓ

Э

＼

〆
内

Ａ
ＩＩ
生
――
―――
伊

顔

“

帥

鯵

＼ペドぷё＼、＼＼ §

勿
γ

ヘ 】
＼

ノ
　
／

欲
＼

＼ 該

髪
監

騨y

分解         4 cm… 1

夢票夢ηЪ_ション  温Ыne

99′



富山県中名 I・ V遺跡出土漆器の科学分析

数学的操作を行うと、干渉図形は時間領域から振動数領域のスペクトル点の 1つ に変換される。ピス

トンの長さを連続的に変化させ、ミラーBの位置を調節し、光束Bの光路を変化させる。この変化さ

せた各点において、つぎつぎとフーリエ変換を行うと完全な赤外スペクトルが得られる4)。

このようにして得られたスペクトルをあらかじめ得られている基準のスペクトルと比較することに

よつて、塗装液の同定ができる。試料は 2 mgを 採取しKBr(臭 化カリウム)100mgを メノウ鉢で磨

り潰して、これを錠剤成形器で加圧成形したものを用いた (錠剤法)。 測定条件は分解能 4 cm~1、 積

算回数16、 アポダイゼーション関数Cosinc。 縦軸は吸光度 (Abs)、 横軸は波数 (カ イザー)である

(測定機器は日本分光製W―IR420)。

図 1は黒色系漆塗膜の赤外線吸収スペクトル (ノ ーマライズ)で、精製漆塗膜の基準データ (①、

岩手県浄法寺産、1992年作製)を重ねた。1465cm l(活 性メチレン基)の吸収は認められるが、1394

cm lに かけてブロードとなっている。1280～ 1270cm l(フ ェノール′陛OH)の 吸収も弱いが、1075～

1030cm l(ゴ ム質)は増大している。これらは出土漆器によくみられる傾向である。これ以外に3400

cm l(水酸基、oH伸縮)、 1650～ 1630cmユ (糖 タンパク)、 2850cm l、 1720～ 1710cm l(カ ルボニル基)、

の吸収が認められるので劣化が進行した漆塗膜である。

図2(ノ ーマライズ)は炭粉渋下地で、現在の炭粉渋下地 (1991年作製)の赤外線吸収スペクトル

を重ねたものである。炭粉に由来するセルロース、ヘミセルロースの多糖類 (キ シランが主体)と タ

ンパク質の吸収がみられる。柿渋は単体では特徴的な吸収を示すが、炭粉と混在した場合は指紋領域

(1500～ 650cm l)に おいて炭粉 (木材)の吸収のみが強調され、差スペクトルでも十分な吸収が検出

されない。しかし検出しやすい漆や膠など他の膠着材成分の吸収がみられないこと、顕微鏡観察と総

合判断して柿渋と同定した。

なお、柿渋の主成分 (渋味成分)は カキタンニンで、それは基本骨格が加水分解されない縮合型タ

ンニン (非加水分解型)と よばれるものである。化学構造については未だ確定されていないが、松尾

友明・伊藤三郎の研究によって、エピカテキン、カテキンー3-ガレート、エピガロテキン、ガロテ

キンー3-ガレートの4成分から成ることが半J明 した。その比は1:1:2:2で 、フラバノール分

子間C4位 とC6位、もしくはC8位で順位結合し、繰り返し構造を持っている (分子量 1万 5千前

後の高分子プロアントシアニジンのポリマー)5)。

蛍光 X線分析

蛍光X線分析は試料にX線を当てると、元素特有のX線 (特性X線ないし固有X線)が発生 (放 出)

する。この波長と強度を測定することによって元素の定性や定量分析を行う方法である。

Ao Nol・ 3・ 11の赤色漆絵顔料の分析

使用機器 IPHILIPS/PW4025、 エネルギー分散型蛍光X線分析装置。

使用管球 :Rhタ ーゲット9W。

検出器  :高分解能電子冷却 Si半導体検出器。

測定条件 :30k V、 20μ A、 フイルター Kapton、 100scc。

測定室雰囲気 :大気。測定部径は 2 am。 サンプルカップに入れて測定。

分析結果 :No l(図 3)赤色顔料はFc2 0 3(ベ ンガラ・酸化第二鉄 )。 胞 3(図 4)赤色顔料はHgS

(朱 ・硫化水銀 )。 鉄分は漆塗膜に由来する。地11(図 5)赤色顔料は朱。鉄分は漆塗膜に由来する。
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図 3 No lの蛍光X線定性分析スペクトル

図 4 血 3の蛍光X線定性分析スペク トル
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図 5 Nα l lの 蛍光X線定性分析スペク トル

図 6 Nol lパ ック内の金片蛍光X線定性・定量分析
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第Ⅳ章 自然科 学分析

図 7 Nα l lパ ック内の金片蛍光糀 定性分析スペク トル

B.金箔類似片の蛍光X線分析

No■のパ ックには楕円形 (長径 4 11ull)の 金片が含まれており、エダックス・ジャパン (株)の川畑

正伸 。東原龍秀氏に分析を依頼 した。分析条件は下記の通 りである。

使用機器 :エネルギー分散型微小部蛍光X線分析装置 EAGLEⅡ

測定条件 :図 6 Mo管球、管電圧20k V、 管電流25u A、 分析スポット径50umφ 、測定時間300秒

ライブタイム (パルス数え落とし補正あり)<CCD画 像マーキング部分の定性・定量分析>、 図7

Mo管球、管電圧35k V、 管電流20u A、 分析スポット径50umφ 、測定時間500秒 ライブタイム (パ

ルス数え落とし補正あり)<定性分析>

分析結果 :金片は金雲母である。どのような用途に用いられたのかは検討課題である。

Ⅲ。小 結

神通川扇央部、神通川と井田川にはさまれた微高地に立地する遺跡には中名Ⅱ遺跡、中名 IoV遺

跡、清水島Ⅱ遺跡、持田I遺跡、道場 I遺跡があるが6)、 今回は中名 I・ V遺跡の平成 8年度 (hl
～6)、 9年度 (No 7～ 14)、 10年度 (NQ15～ 22)分の報告である。箇条書きに要点を整理し、まとめ

にかえたい。

(1)時期

漆器の時期的詳細は本文を参照いただきたいが、およその幅は次のようである。

平成 8年度 (No l～ 6)調査区では16世紀第3四半期末～17世紀前半までのものと考えられる。内到

りの浅い高い高台と身の深い椀挿図呑号3023(図 8、 みこみに扇文漆絵)が時期判定の好資料であろ

う (本稿未掲載)。

2.lX1           400           &00           a00           1Coo           12側

⇒ 5
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第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

平成 9年度 (No 7～ 14)調査区では明確な資料にめぐまれないが、No14の皆朱椀は15。 16世紀、No

10の 白色下地漆器 (胡粉膠下地)は 18世紀前後と思われる。

平成10年度 (No15～22)調査区ではNo22は 16世紀後半、No17(内今Jり の深い高い高台と深い身の大

ぶ りな総黒色系椀)と No19は 17世紀代、No15の蒔絵蓋は19世紀以降であろうか。

16世紀第 3,第 4四半期の時期比定で参考となるのは富山県上市町弓庄城跡
7)、

同梅原胡摩堂遺跡

8)、
同小矢都市・福岡町石名田木舟遺跡 9)出土漆器であり、遠 く離れた神奈川県小田原城跡0で もⅡ

b期 (天正期 )、 Ⅲa期 (16世紀末～17世紀初頭)に同じような傾向が認められ、広域的な共通点があ

る。概 して16世紀後半～末の器形 (組椀)は、一の椀では身は幅広で浅 く高めの高台内面の削 り (内

今Jり )は浅い。これに対 して17世紀のそれは身幅が狭 く深いものとなり、高台幅は狭 く高台内面の削

りは深 くなる瑚。

(2)加飾

漆絵で意匠がわかる例 として、No21は椀のみこみに赤色漆による鶴亀笹竹の蓬莱意匠、No22は椀の

内面全体に扇を中心に鶴亀などが周囲を囲む蓬莱意匠で、赤色顔料は濃淡を使い分けている。外面は

4単位に鶴亀が配されている。いずれも赤色顔料はベンガラで筆法はラフである。

錫粉蒔絵の分析例 としては石川県庇西町谷内ブンガヤチ遺跡り、同金沢城石川門前土橋 (白 ′鳥堀調

査区・沈床園調査区)0、 同加賀市人間道遺跡り、同金沢市木ノ新保遺跡0、 福島県会津若松市神指城

(2号堀跡 )。 、同川俣町河股城跡
10な どを報告 している。No 6(挿図番号3004)の錫粉は大小さまざ

まなサイズで、最大は長径39μ m、 最小は長径 2μ mほ ど。形状は精円形、円形の薄いものであるが、

神指城の錫粉の平面形は九粉で径 5～ 8μ mであった。神奈川県清川村宮ケ瀬遺跡群馬場遺跡第 6号

墓の朱漆器 (責漆の上に錫粉蒔絵)では長径19～24μ mで ある勒。

金蒔絵 (No15、 近世)は シャープに突き出した蓋の肩の部分に花枝のそれが施されてお り、葉脈は

引つ掻き技法による。蒔絵粉は薄 く微細であり消 し粉の可能性がある。針葉樹のタテ木取 りであるこ

とも製作地を考える上で興味深い。

(3)杓子

16世紀第 3四半期末～17世紀第 1四半期かと推定されるNo 2・ 3の杓子は、No 2が漆下地で朱塗 り、

No 3が渋下地でベンガラ塗 りであった。後者には判読できないが在銘痕がある。富山県内では梅原胡

摩堂遺跡から高野山銘のものが出上 してお り、杓子に炭粉粒子を含む地の粉漆下地にベンガラ漆の塗

装工程は北陸では今のところ例がないので、高野山在銘からも紀州産と考えている。ただし、杓子は

椀皿類 とは別の流通ルー トで供給された場合 もあるので注意を要する。

(4)塗装工程、上塗色、器形など

16世紀後半～17世紀前半の椀皿類について下地・上塗色・器形別に分類 したものが表 1である (器

形と内外面の上塗色が判別できないものは除外 )。 下地では渋下地80%、 漆下地200/O、 上塗色では総

黒色系850/O、 総赤色 0°/。 、内面赤色15%、 器形では椀90°/。 、皿100/Oで ある。赤色漆器の占有率が低 く、

椀 と渋下地が主体であるところに、本遺跡の性格が現れているように思う。木取 りでは陥 1が広葉樹

のヨコ木 。板 目取 りであるが、これ以外は柾 目取 りである (ト チノキ・ブナが主体 )。

塗装工程で上質と判断されるのは陥14た だ 1点である。これは丸腰からゆるやかに開く薄手で端反

の総黒色系椀 (口縁部は小玉縁)で、中塗 りに黒色漆こそ挟まないが、漆 4層 (外面の表層は層厚か

ら内面の 2層 と同じと判断)と 端反器形から上質品と判断できる。類似例は新潟県頸城村水久録遺跡

りや同上越市伝至徳寺遺跡
2。

などに見られる。なお、No5 Bも 布着せを有する上質品であるが、地の
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渋下地 漆下地

計 %
炭粉 炭粉 その他

総赤色

椀

0
皿

その他

内赤色

椀 3
つ
０

皿

その他

総黒色

椀 12

85
皿 1 1

９

μ 10

その他

計 1 20

% 80
lUU

表 1 中名 I・ V遺跡出土漆器 (椀皿類)の下地 。上塗色・器形分類

富山県中名 I・ V遺跡出土漆器の科学分析

粉が確認できず、また上

半部の塗膜が剥離 してい

るため、正確 なことは不

明である。

下地で珍 しいのはNo10

(近世)の 白色下地、つま

り胡粉膠下地である (地

の粉十砥の粉又は胡粉は

加乃地、半田地 とよばれ

ている)。 胡粉による二辺

地にベ ンガラ漆塗 りされ

ている。同じ胡粉膠下地

例 としては新潟県新発田

城跡出上の獅子頭 (耳部

分、近世)がある21)。
中

名 I,V遺 跡例 も塗膜の

カーブから見て椀皿以外

と思われる (人形、獅子

頭、雛道具、家具など)。

胡粉ではないが膠下地で

製作地が特定できるもの

に、石川県木ノ新保遺跡例がある。墓跡 (17世紀前半)のなかで、金蒔絵の雛道具 (衣桁・指樽)が

副葬された例があり、意匠は高台寺蒔絵風の楓流 し、蒔絵粉は微細で精円形・扁平の特徴,下地は蛍

光X線分析 と偏光顕微鏡観察で京都山科産の砥の粉、膠着材は赤外分光分析から膠が検出されたこと

から、京都産の膠下地漆器 と判断した2の

。中名 I・ V遺跡の胡粉については類例 も少ないので、製作

地の問題は今後の検討課題としたい。

以上、簡単に所見を付 した。中世後期～近世前半における漆器考古学的諸問題については、富山県

梅原胡摩堂遺跡、同月ヽ矢都市 。福岡町石名田木舟遺跡の報告及び『北陸の漆器考古学―中世 とその前

後』
20に おいて紹介 したので参照いただければ幸いである。

なお、本稿作成に当たっては富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所酒井重洋氏から何かとご便

宜をはかっていただいた。厚 く御礼申し上げる。

註

1)四柳嘉章「漆器考古学の方法と中世漆器」『考古学ジヤーナル』第401号、1996

四柳嘉章「漆器」『概説 中世の上器・陶磁器』真陽社、1995

2)尾崎幸洋『分光学への招待』産業図書、1997

3)山田富貴子「赤外線吸収スペクトル法」『機器分析のてびき』化学同人、1988

4)SLVERSTEIN・ WEBSTER、 荒木峻・益子洋一郎ほか訳 『有機化合物のスペク トルによる同定法

MS、 IR、 NMRの併用 第 6版』東京化学同人、1999。

5)伊藤三郎「脱渋の基礎」『果樹全書 カキ・キウイ』農産漁村文化協会、1985
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富山県中名 I・ V遺跡出土漆器の科学分析

図版 1 漆器塗膜層の顕微鏡写真
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図版 2 漆器塗膜層の顕微鏡写真
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富山県中名 I・ V遺跡出土漆器の科学分析

図版 3 漆器塗膜層の顕微鏡写真
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中名 I・ V遺跡出土遺物同定業務報告
パリノ・サーヴェイ株式会社

中名 IoV遺跡の自然科学分析調査

はじめに

中名 I・ V遺跡 (富山県婦負郡婦中町所在)は、神通川左岸の緩やかな傾斜をもつ扇状地上に立地

する。これまでの調査により、古代～近世にかけての遺構・遺物が多数検出されている。本報告では

当時の生業や古環境に関する情報を得る目的で、遺構覆上の珪藻分析・花粉分析・寄生虫卵分析・植

物珪酸体分析・土壊理化学分析を、覆土中から検出された種実・葉・骨類 。昆虫の同定を行う。

1.試料

種実遺体同定・骨同定・昆虫同定を実施する試料は、主に中・近世の遺構ならびに遺物包含層から

出上したものである。試料の詳細は、結果とともに表示する。また、B4地区の中世の流路であるS

D2172の 下層では葉の集積層が確認されている。そこで、堆積物中から、葉、珪藻化石、花粉化石、

植物珪酸体を抽出し、その種類を知ることによつて、当時の古植生を検討する。さらに、C地区の土

抗 S K5124では直径90cm、 遺存高60cmの桶が埋設されており、便所の可能性が推定されている。そこ

で、S K5124が便所として利用されていたか検証するために珪藻分析・寄生虫卵分析・土壌理化学分

析を実施する。その他に、炭化物を多量に含む土坑S K5278お よびS X5252に ついて燃料材の検討を

行うため植物珪酸体分析を実施する。

2.方 法

(1)珪藻分析

試料を湿重で 7g前後秤量し、過酸化水素水、塩酸処理、自然沈降法の順に物理化学処理を施して、

珪藻化石を濃集する。検鏡に適する濃度まで希釈した後、カバーガラス上に滴下し乾燥させる。乾燥

後、プリュウラックスで封入して、永久プレパラートを作製する。検鏡は、光学顕微鏡で油浸600倍

あるいは1000倍で行い、メカニカルステージで任意の測線に沿って走査し、珪藻殻が半分以上残存す

るものを対象に200個体以上同定・計数する。種の同定は、K.Kralnmer and Langc― BcnttOt(1986。

1988。 1991a・ 1991b)、 K.Kra―er(1992)な どを用いる。

同定結果は、海水～汽水生種、淡水～汽水生種、淡水生種の順に並べ、その中の各種類はアルファ

ベット順に並べた一覧表で示す。なお、淡水生種についてはさらに細かく生態区分し、塩分・水素イ

オン濃度 (pH)・ 流水に対する適応能についても示す。また、環境指標種についてはその内容を示

す。そして、産出個体数100個体以上の試料については、主要珪藻化石群集図を作成する。また、堆

積環境の解析にあたって、淡水生種については安藤 (1990)、 陸生珪藻については伊藤・堀内 (1991)、

汚濁耐性については、Asai9K.&,Watanabe,T。 (1995)、 生活型などについてはVos,P.C.&DE WOLF,H.

(1993)の環境指標種を参考とする。

(2)花粉分析・寄生虫卵分析

試料15ccを量りとり、重さを測定して分析用試料とする。水酸化カリウムによる泥化、舘別、重液

(臭化亜鉛 :比重2.3)とこよる有機物の分離、フッ化水素酸による鉱物質の除去、セルロースの分解を

目的とするアセトリシス (無水酢酸 9:濃硫酸 1の混合液)処理の順に、物理・化学的処理を施して
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濃集する。残澄を定容 してから一部をとり、グリセリンで封入 してプレパラー トを作成 し、光学顕微

鏡下でプレパラー ト全面を走査 し、出現する全ての種類について同定 。計数する。なお、分析過程の

各所で重量や容積の測定を行い、堆積物 l ccあ たりの検出個数を求められるようにする。

分析結果は同定・計数結果の一覧表および主要花粉化石群集の分布図で示す。図中の出現率は、木

本花粉が木本花粉総数、草本花粉・シダ類胞子が総花粉・胞子数より不明花粉を除いた数をそれぞれ

基数とした百分率で算出する。なお、図表中で複数の種類をハイフォン (― )で結んだものは、種類

間の区別が困難なものである。

(3)植物珪酸体分析

湿重 5g前後の試料について、過酸化水素水・塩酸処理、超音波処理 (70W,250KHz,1分 間)、 沈

定法、重液分離法 (ポ リタングステン酸ナ トリウム,比重2.5)の順に物理 。化学処理を行い、植物

珪酸体を分離 。濃集する。これを検鏡 し易い濃度に希釈 し、カバーガラス上に滴下・乾燥する。乾燥

後、プリュウラックスで封入 しプレパラー トを作製する。400倍の光学顕微鏡下で全面を走査 し、そ

の間に出現するイネ科業部 (葉身と葉鞘)の業部短細胞に由来した植物珪酸体 (以下、短細胞珪酸体

と呼ぶ)お よび葉身機動細胞に由来した植物珪酸体 (以下、機動細胞珪酸体 と呼ぶ)を 、近藤・佐瀬

(1986)の 分類に基づいて同定・計数する。

(4)種実同定

種実同定用試料は、一試料中に複数の種類が混在 している。そこで、双眼実体顕微鏡でこれらを分

類 し、同定する。同定された試料は、瓶にいれ、ホウ酸とホウ砂の混合液中に保存する。

(5)葉 同定

できるだけ崩さないように大きな容器に入れ、数°
/。 の水酸化ナ トリウム水溶液を入れて放置 し、表

面の泥化 した部分を水浴させながら静かに葉を水流ではがす。この作業を繰 り返 しながら葉を回収す

る。状態がよく、同定可能なものを透明なアクリル板に貼 りつけて観察 し、同定を行う。

(6)骨類同定

表面の泥などを除去 したあと、肉眼や拡大鏡などを用いて分類 。同定を行う。

(7)昆虫同定

肉眼観察および決眼実体顕微鏡下で観察 し、昆虫遺体を分類・同定する。なお、同定に関しては、

元国立科学博物館の藤山家徳先生の協力を得た。

(8)土壌理化学分析

今回の分析では、リン酸、カルシウム、腐植含量、全窒素を測定する。リン酸は硝酸・過塩素酸分

解―バナ ドモリブデン酸比色法、カルシウムは硝酸・過塩素酸分解一原子吸光光度法、腐植はチュー

リン法、全窒素は硫酸分解―水蒸気蒸留法で実施する (土壌養分測定法委員会,1981:土壌標準分

析・測定法委員会,1986)。 以下に各項 目の具体的な操作工程を示す。

<試料の調整>

試料を風乾後、軽 く粉砕 して2.00Hlmの 節を通過させる (風乾細土試料 )。 風乾細土試料の水分を加

熟減量法 (105℃、 5時間)に より測定する。風乾細土試料の一部を粉砕 し、0.541m φのふるいを全通

させる (微粉砕試料 )。

<リ ン酸・カルシウム>

風乾細土試料2.00gを ケルダール分解フラスコに秤量 し、硝酸約 5 mlを 加えて加熟分解する。放冷

後、過塩素酸約10mlを加えて再び加熱分解を行 う。分解終了後、水で100mlに 定容 してろ過する。ろ
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液の一定量を試験管に採取 し、リン酸発色液を加えて分光光度計によリリン酸 (P205)濃 度を測定す

る。別にろ液の一定量を試験管に採取 し、干渉抑制剤を加えた後に原子吸光光度計によリカルシウム

(CaO)濃度を測定する。これら測定値 と加熱減量法で求めた水分量から乾土あた りのリン酸含量

(P2051ng/g)と カルシウム含量 (Caomg/g)を求める。

<腐植含量>

微粉砕試料0.100～ 0.500gを 100ml三角フラスコに正確に秤 りとり、0.4Nク ロム酸・硫酸混液10ml

を正確に加え、約200℃ の砂浴上で正確に 5分間煮沸する。冷却後、0.2%フ ェニルアントラニル酸液

を指示薬に0.2N硫酸第 1鉄アンモニウム液で滴定する。滴定値および加熱減量法で求めた水分量か

ら乾土あたりの有機炭素量 (Org―C乾土%)を 求め、これに1.724を乗 じて腐植含量 (°/。 )を算出する。

<全窒素 (T―N)>

風乾細土試料1.00gを ケルダール分解フラスコに秤 り、分解剤約3.Ogと 硫酸10mlを 加え加熟分解す

る。分解後、蒸留水約30mlを加え放冷 した後、分解液全量を供試 し水蒸気蒸留法によって窒素を定量

する。この定量値 と加熱減量法で求めた水分量から乾土あたりの全窒素含量 (T―N乾±°
/。 )を求める。

3.結 果

(1)珪藻分析

結果を表 1、 図 1・ 2に示す。 S D2172の珪藻化石は、産出種のほとんどは淡水生種で占められ、

産出分類群数は18属 49種類である。淡水生種の生態性の特徴は、貧塩不定性種 (少量の塩分であれば

耐えられる種)、 真十好アルカリ性種 (pH7.0以上のアルカリ性水域に生育する種)、 真十好流水性種

(川 などの流水域に生育する種)が優占する。主な産出種は、好流水性のCymbclla turgidula

var.�pponicaが約20%、 流水不定性種のCocconeis placentulaが約10°/。 産出する。これに付随して、流

水性で中～下流性河川指標種群のAc・rv2孤脆cs con i甑騨 S、 ス・SvbFavねo4ね、9細 beFFa ttva翅、醜 gilγia

yavchcttβ c、 CοttPhοncma cFcyer、 流水にも止水にも生育する流水不定性のC/mbctta sfFcsfaca、

&型脚Onema paF7V′ L22、 G.pvmガL剛 などを伴う。

一方、 S K5124の 産出分類群数は、ほとんどが水生珪藻からなり、合計で20属 72種類である。淡水

性種の生態性の特徴は、貧塩好塩性種 (多少の塩分がある方が生育に適する種)と 貧塩不定性種 (小

量の塩分であれば耐えられる種 )、 真十好アルカリ性種 (pH7.0以 上のアルカリ性水域に最 もよく生育

する種 )、 流水不定性種 (流水域にも止水域にも普通に生育する種)が優占する。珪藻化石群集は、

淡水域か ら汽水域 まで生育する広塩性で流水不定性のMttschra FFysと v′v42が多産 し、好流水性の

脱 れ hFa工藻 en誌 7証 ncgFcc力、 流 水 不 定 性 の スchnttrrECS阿れ vttsI阿β、 肘 燃 c・h力 aェ叩 ねrbfa、 scrFapF20Fa

PIrpロカ、好止水性のgrattaれ cons″口cns Fo.ycntcF、 水域だけでなく陸域にも生育する陸生珪藻B群

(伊藤・堀内,1991)のNa7カVFa ConFcrttcca等 を伴う。

(2)花粉分析・寄生虫卵分析

結果を表 2、 図 3・ 4に示す。全体的に保存状態が悪く表面に風化の痕跡が認められるものが多い。

S D2172は 、木本花粉ではスギ属がやや多く、マツ属、カバノキ属、ハンノキ属、ブナ属などが認

められるものの、際だつて多い種類はない。一方草本花粉は、イネ科、カヤツリグサ科、ヨモギ属が

検出されるが低率である。S K5124は 、寄生虫卵がほとんどみられず、回虫卵がわずか 1個体検出さ

れた程度である。花粉化石は、種類構成が単調である。木本花粉では、マツ属、ハンノキ属が多産し、

両種類を併せて約90°/o近 く産出する。この他の種類は、スギ属、ブナ属、コナラ属コナラ亜属、ニレ

属―ケヤキ属などが僅かに検出される程度である。草本花粉では、イネ科が最も多く産出する。次い
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類種
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表 1 珪藻分析結果 (1)

Fragilaria brevistriata Grunow

Navicula cincta(Ehr)Kuetzing

Nitzschia tustulum(Kuetz)Grunow

Nitzschia levidends var victoriae GrunO郡 /

Nitzschia palea(Kuetz.)W Smith

Achnanthes clevei GrunOM/
Achnanthes convergens H Kobayasi
Achnanthes crenulata Grunow
Achnanthes exigua GrunOw
Achnanthes indata(Kuetz)Grunow
Achnanthes lanceolata(Breb)Grunow

Achnanthes lninutissirna Kuetzing

Achnanthes rostrata Oestrup
Achnanthes subhudsonis 1lustedt
Arnphoraを正iniS Kuetzing

Arnphora montana Krasske

Aulacoseira ambigua(Grun.)SimOnsen

Aulacoseira distans(Ehr)Simonsen

Calo■ eis bacillum(Grun。 )Cleve

Caloneis suicula(Ehr)Cleve

Caloneis suicula var.minuta(Grun)Cleve
Ceratoneis arcus Kuetzing
Ceratoneis arcus var hattoriana h/1eister

Ceratoneis arcus var recta(Cl.)Krttske
Cocconeis placentula(Ehr)Cleve
Cocconeis placentula var.euglypta(Ehr)Cleve
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第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

表 1 珪藻分析結果 (2)

海水生種合計

海水～汽水生種合計

汽水生種合計

淡水～汽水生種合計

淡水生種合計
糞藻化石総数

類種
生 態 性 鶏麟

SD2172 SK5124
猛 分 DH

Navicula contenta fo biceps(Arnott)Hustedt

Navicula cryptOtenena Lange― Bertalot

Navicula clginensis(Greg。 )RЛ fs

Na� cula elginensis var.neglecta(Krass.)Patrick

Navicula explanata Hustedt

Navicula ignota var.palustAs(Hust.)Lund
Navicula lnutica Kuetzing

Navicula paramutica Bock

Navicula phylepta Kuettting

Navicula pseudolanceolata Lange― Bertalot

Navicula radiosa Kuetzing

Navicula senュ inulum Gruno都/

Navicula spp.

Navicula tenelk)ides Hustedt

Navicula tridentula Krasske

Navicula viridula(Kuetz)Kuetzing

Neidium alpinum Hustedt

Nit3schia amp�bia Grunow

Nitzschia brevissirna Grunow

Nitzschia fonicola GrunOw

Nitzschia spp.

Pin■ulatta boreahs Ehrenberg

Pinnularia brebisson� (Kuetz.)Rabenhorst

Pinnularia obscura Krasske

Pinnularia schOenfelderi Krammer

Pinnularia substomatophora Hustedt

Pinnularia viridis(Nitz.)Ehrenberg
Rhoicosphenia abbreviata(Ag)Lange弔

Rhopalodia gibba(Ehr.)O WIuller

Sellaphora bacllum(Ehr.)Mann
Sellaphora pupula(Kuetz)Mereschkowsky

Stauroneis anceps Ehrenberg

Surirela angusta Kuetzing
Synedra inaequals H Kobayasl
Synedra rostrata Pantocsek
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HR.:塩分濃度に対する適応性
Ogh―Mch:淡水―汽水生種
Ogh―hl :貧塩好塩性種

Og■ind i貧塩不定性種
Og工hob i貧塩嫌塩性種
Ogll unk:貧 塩不明種

pH:水素イオン濃度に対する適応性 C.R:流
好アルカリ性種
pH不定性種

lbi

lph

好酸性種        ind
真酸性種        Ⅲph

洞
ｉｎｄ
ａｃｉ‐
ａｃ”ｂ
ｕｎｋ

pH不明種

水に対する適応性
真上水性種
好止水性種

流水不定性種
好流水性種
真流水性種

流水不明種

rも i

unk

環境指標種群

J:上流性河川指標種,K:中～下流性河川指標種,N:湖沼沼沢湿地指標種,O:沼沢湿地付着生種 (以上は安藤,1990)
S:好汚濁性種,U:広域適応性種,T:好清水性種 (以上はAs江,K.&Watanabe,T,1986)
R:陸生違藻 (RA:A群 ,RB:B群,RI群、伊藤・堀内,1991)

でカヤツリグサ科、ソバ属、アカザ科、アブラナ科が検出され、ナデシコ科、オオバコ属、タンポポ

亜科を伴う。

(3)植物珪酸体分析

結果を表 3に示す。S D2172は 植物珪酸体は検出されるものの、検出個数が少ない。また、保存状

態も悪い。栽培植物のイネ属、タケ亜科、ヨシ属、ウンクサ族、イチゴツナギ亜科が検出されるが、
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図l SD2172の主要珪藻化石群集

淡水生種産出率・各種産出率・完形殻産出率は全体基数、淡水生種の生態性の比率は淡水生種の

合計を基数として百分率で算出した。いずれも100個 体以上検出された試料について示す。

淡水生種の生態性
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図2 SK5124の主要珪藻化石群集

海水―汽水―淡水生種産出率 。各種産出率 。完形殻産出率は全体基数、淡水生種の生態性の

比率は淡水生種の合計を基数として百分率で算出した。

特にタケ亜科の機動細胞珪酸体の産出が日立つ。 S K5278で は、タケ亜科が多産する。この他の種類

では、イネ属、ヨシ属、ススキ属を含むウシクサ族、イテゴッナギ亜科、シバ属が僅かに検出される

程度である。また、珪化組織片としては、イネ属短細胞列とイネの外穎殻 (籾殻)に由来する穎珪酸

体が僅かに検出される。 S X5252で は、短細胞珪酸体および機動細胞珪酸体 ともに大半がイネ属であ

る。また、これら両珪酸体の珪化組織片 も検出され、中でも短細胞列の検出個数が多い。この他に、

外穎殻 (籾殻)に由来する穎珪酸体 も産出する。イネ属以外の種類 としては、タケ亜科短細胞珪酸体

が僅か 3個体検出される。

イθ∂



木本花粉

第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

草本花粉・シダ類胞子
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図3 SD2172の花粉化石群集

出現率は、木本花粉は木本花粉化石総数、草本花粉 。シグ類胞子は総数より不明花粉

を除く数を基数として百分率で算出した。なお、●○は1%未満の種類を示す。
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図4 SK5124の花粉化石群集

出現率は、木本花粉は木本花粉化石総数、草本花粉・シダ類胞子は総数より不明花粉を

除く数を基数として百分率で算出した。なお、●①は 1%未満を示す。

(4)種実同定

結果を、表 4・ 5に示す。種類数は木本類を中心に多い。以下に検出された種類の形態的特徴を示

す。

<木本>
・ ス ギ (C1/ptOm餌鳴 i12poni92(L.f.)D.) ス ギ科 ス ギ属

球果 と種子が検出された。球果は褐色、木質で球形。径17.5mm程度。鱗片が螺旋状につ く。種鱗

は楔形で、上縁に4～ 6個の歯牙があり、内面には 2～ 5個の種子がつ く。雹鱗は楔形で種鱗よりや

や短 く、下部は種鱗に合着 し、上部は三角状に尖 り反 りかえる。球果は裂開し、種子が出ていた。種

子は掲色、線状長楕円形で偏平。長さ 4 1rm、 幅 2mm、 厚さlmm程度。両縁に翼があり、正中線上

に鈍稜がある。

・ オニ グル ミ (JvgFa2s理孤 Jsr2面CaV激
'れ

,svbsP.〔施b伊孤餌a(Maxim)Kitamura) クル ミ科

核が検出された。褐灰色で木質。非常に堅い。大きさは2.5cm程度。側面の両側に縫合線が発達す

マ マ
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中名 I・ V遺跡出土遺物同定業務報告

る。広卵形で、基部は九 くなっているが先端部は尖る。表面

は荒いしわ状 となり、縦方向に溝が走っている。

・ハンノキ属 (Arnvs sp.) カバノキ科

球果の破片が検出された。大きさは 7111n程度で、一部が欠

けている。楕円形で雹葉が螺旋状につ く。雹葉は扇形で、先

端部が反 り返る。小型であるので、未熟果だと思われる。

・ ク リ (Osttcr9 cFCDβ tt Sieb.et Zicc。 ) ブ ナ 科 ク リ属

果実が検出された。大きさは1.5cm程 度で半球形。完形なら

ば一側面は偏平で、反対面は九みがあるが、検出されたのは

九みの部分であった。表面は縦方向の筋が目立ち、内側には

渋皮がみられる。着点は灰褐色で基部の全面を占め、ざらつ

く。

・ヤマグワ (Ⅲ伽ηs avsttsPoirct) クワ科

種子が検出された。黄褐色、三角状広倒卵形、長さ2nlnl、

幅1.511m程 度。一辺が鋭利で、基部に爪状の突起を持つ。表面

には微ネ日な林岡目模様がありざらつ く。

。キイチゴ属 (Rvbus sp.) バラ科

種子が検出された。褐色。大きさは、 24m程度。半月形で、

一端に「へそ」が存在する。表面全体は荒い不規則な網 目模

様でおおわれる。

・ウメ (PrLInps mLInC(Sicb.)Sicb.ct Zicc.)

バラ科サクラ属

核が検出された。掲色、核の形は楕円形で偏平である。大

きさは1.5cm程 度。丸 く大 きな膳点があリヘこむ。側面の一方

には縫合線が発達する。表面は不規則にくぼみが配列する。

・モモ (Pryr2口sp器
=ca Batsch) 

バラ科サクラ属

核 (内果皮)が検出された。褐色～黒褐色で大 きさは 3 cm

程度。核の形は楕円形でやや偏平である。基部は九 く大 きな

膳点があリヘこんでお り、先端部はやや尖る。一方の側面に

のみ、縫合線が顕著に見 られる。表面は、不規則な線状のく

ぼみがあり、全体 としてあらいしわ状に見える。

・スモモ (Prynvs snicha Lindl.) バラ科サクラ属

核 (内果皮)が検出された。黒褐色。大 きさは1.5cm程度。

核の形は楕円形で、偏平である。下端には、九 く大きな膳点

があり凹んでおり、上端は九い。一方の側面にのみ、縫合線

が顕者に見られる。表面は浅いくぼみが不規則にみられる。

・サクラ属 (PFunVS Sp.) バラ科

核 (内果皮)の破片が検出された。灰色で、大きさは 8 alm

程度。スモモ等の可能性はあるが、表面の摩耗が著 しく、種

16       -

2       ‐

タンポポ亜科             2   1~不
可花新

~~~~~一 ―――一――
丁
~~ガ

シ分類胞子
ヒカゲノカズラ属            ‐    3
ゼンマイ属             -   1
イノモトソウ属              -    1
シダ類胞子            160   14

合 計
171    351
53     848
1       2

160      19
384   1218

寄生虫卵
同 由 j同

モミ属
ツガ属
トウヒ属
マツ属単維管束亜属
マツ属複維管束亜属
マツ属 (不明)

コウヤマキ属
スギ属
クルミ属
カバノキ属
ハンノキ属
ブナ属
コナラ属ヨナラ亜属
コナラ属アカガシ亜属
クリ属
ニレ属―ケヤキ属
エノキ属―ムクノキ属
モチノキ属
カエデ属
トチノキ属
ブレ 属
ノブレ 属
ツタ属
グミ属
ウコギ科
ミズキ属
カキ属
トネリコ属

草本花粉
イネ科
カヤツリグサ科
サナエタデ節―ウナギツカミ節
ソバ属
アカザ科
ナデシコ科
カラマツソウ属
アブラナ科
ツリフネソウ属
アリノトウグサ属
オオバコ属
オミナエシ属
ヨモギ民
キク亜科

木本花粉
草本花粉
不明花粉
シダ頚胞子
総計 (不 明を除く)

7

7

2

27
1

58
5

8
9

14

9
3

1

6

1

1

4
1

2

1

2

1

1

16
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2
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３５

一

一

１

イネ族イネ属
タケ亜科
ヨン属

2

6

2

2

3

5
1

８‐

３

一　

一

「
　

一　

一

４

７５

６
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１
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イネ科業部短細胞珪酸体   36  229  284
イネ科菜身機動細胞珪酸体  43  120  102
総 計          79  349  386

組 織 片
イネ属穎珪酸体
イネ属短細胞列
イネ属機動細胞列
不明キビI_噸細胞列

-      1      4

1       2     134
-      -      14

1      -      _

表 3 植物珪酸体分析結果

ウシクサ族ススキ属
イテゴツナギ亜科
不明キビ型
不明ヒゲシバ型

ンチク

イネ族イネ属
タケ亜科
ウシクサ族
シバ属
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第Ⅳ章 自然科 学分析

表 4 A・ B地区の種実同定結果 (1)
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中名 I・ V遺跡出土遺物同定業務報告

表 4 A・ B地区の種実同定結果 (2)
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第Ⅳ章 自然科学分析

の特定は難 しい。

・ サ ン シ ョウ 骸加 脆ox/FШ tt PIP餌肋 DC.) ミカ ン科 サ ン シ ョウ属

核 (内果皮)が検出される。黒褐色、楕円体で、長さ4.5111111、 径 3 mal程度。片方の側面に核の長さ

の半分に達しない短い膳がみられる。内果皮は厚 く硬 く、表面は浅く細かな網目模様がみられる。

・トチノキ (Aesc∬ vs � �βtt Blllme.) トチノキ科 トチノキ属

種皮の破片が検出された。大きさは l cm程度で、薄く堅い。表面には黒く艶のある部分と、黒褐色

でざらつく部分とがある。

・ カ キ ノ キ (D」iDspyFOS亀臆 Thttb.) カ キ ノ キ 科 カ キ ノ キ 属

種子とがくが検出された。種子は黒色で大きさは1.5cm程度。半月形で偏平。一端に「へそ」があ

る。種皮は薄く、やや竪い。がくは黒褐色で、1.5cm程度。中央におおきな窪みがあり、 4裂するが

先端部はいずれも摩耗している。

・ブドウ属 (Vids sp.) ブドウ科

種子が検出された。黒色。大きさは 4 1ull程 度。心臓形。腹面には中央に縦筋が走り、その両脇には

楕円形に深 くくぼんだ穴が存在する。背面には中央に「さじ」状の「へそ」があり、「へそ」回りは

くぼんでいる。

・エゴノキ属 (S彿協鶴p.)エ ゴノキ科

核が検出された。灰黒色。側面観は楕円形、上面観は円形。長さ l cm程度。下端に大きな「へそ」

があり、表面に3本の浅い溝がある。核は厚く硬い。

・ ニ ワ ト コ (&胆 byc郎 肥 cemosB L.∫口bsP.Ы勤 】前孤 β (Miq。 )Hara)ス イ カ ズ ラ 科 ニ ワ ト コ 属

種子が検出された。淡～黄褐色、長楕円形で基部はやや尖る。長さ2.511ull、 幅1.511m程度。背面は円

みがあり、腹面の中央は縦方向の鈍稜をなす。腹面下端には小さな孔がある。内果皮はやや硬 く、表

面には横敷状模様が発達する。

<草本>
・イネ (ovza認″躍 L。) イネ科イネ属

未え化の穎破片や、炭化 した胚乳・穎が検出される。未え化の穎は淡褐色で厚 く柔 らか く、長さ

6.51nll程度。特徴的な基部の果実序柄があ り、穎表面は規則的に縦列する特徴的な顆粒状突起をもつ。

保存状態が良好である。炭化胚乳は黒色、長楕円形でやや偏平。長さ 4 11Hl、 幅2.5null程 度。一端に胚

が脱落 した凹部があり、両面には 2～ 3本の縦溝がある。 S E54昭からは、完形の穎の炭化個体が得

られた。

・ ア ワ ー ヒ エ 儀 伽 強 fttcaB∽ 肛 葛 仇 れ οchFoa cFLES‐gtt Beauv.) イ ネ 科

炭化もしくは炭化していない穎や胚乳が検出された。楕円形で大きさは1.541n程度。片側のみ凸状

に】影らむ。

・ キ ビ (甑 例 阻 ml肋 c側町 L.) イ ネ 科 キ ビ 属

え化した穎が検出された。片凸レンズ状で大きさは 3 1ull程度。下端におおきな「へそ」がある。
。オ オ ム ギ (frorJ側町 姻 卵 eL.) イ ネ 科 オ オ ム ギ 属

胚乳が検出された。炭化しており、大きさは 6 4ul程度。紡錘形で先端部は尖り基部は丸い。片側に

は 1本の深い溝があり、その反対側の基部には胚の痕跡があり、まるくくぼむ。

・コムギ (zttwtt acs″― L。) イネ科コムギ属

胚乳が検出された。炭化しており、大きさは4 mll程度。楕円形で全体的に九みを帯びている。片側

イ′9



中名 I・ V遺跡出土遺物同定業務報告

には 1本の深い溝があり、その反対側胚の痕跡がある。

・ホタルイ属 (Scttvs sp.) カヤツリグサ科

果実が検出された。黒色。堅 く光沢がある。大きさは 2 mnl程度。偏平で背面が高 く稜になっている。

腹面は平 らである。片凸レンズ状の広倒卵形。先端部は尖 り、基部はせばまって「へそ」がある。表

面には細かい凹凸があり、横軸方向に平行な横 しわがあるように見える。

・カヤツリグサ科 (oμ力ceac sp.)

果実が検出された。褐色で楕円形、片凸レンズ状の倒卵形で、褐色。大きさは 211m程度。表面は薄

くて光沢がある。先端が尖る。

・イボクサ (Anttem2 Kttstt Hassk.) ツユクサ科イボクサ属

種子が検出された。灰色、不定形で、大きさは 211m程度。種皮はやや柔らかい。 くぼんだ発芽孔が

存在 し、その側面には一文字のくぼみがあり、それに直行するしわ模様が存在する。表面には円形の

小孔が多数存在する。

・ カ ナ ム グ ラ (FrLTmVys scttJens(Lollr.)Mcrrill) ク ワ 科 カ ラ ハ ナ ソ ウ 属

種子が検出された。黒色で凸レンズ状、大きさは3硼程度。側面の一端に心形の「へそ」が存在す

る。種皮は薄く光沢がありやや硬い。表面は細かく不規則な凹凸があり、ざらつく。

・アサ (Cttβtts認″瑠L.) クワ科アサ属

種子が検出された。灰褐色で楕円形。大きさは 3 alm程度。縦に全周する稜があり、下端におおきな

「へそ」がある。表面は薄くて堅く、ややざらつく。

・タデ属 (Pof/gonvm sp.)

果実が検出された。大きさは 2 Hlm程度。 3陵形で表面は薄くて堅く、ざらつく。

・ サ ナ エ タ デ 近 似 種 (PoFygonIEm Fψβれ批 崩 Em L.) タ デ 科 タ デ 属

果実が検出された。黒褐色で大きさは 2 mll程度。偏平な円形で、両側面は少 しくぼむ。基部には先

端部が鈷状に曲がった花被の脈が残存する。果皮は平滑で光沢があり、薄 く堅い。

・ヤナギタデ近似種 (PoF/gonLEm Л 動題卿尊げ L.)タ デ科タデ属

果実が 1個体検出された。黒色、広卵状円形で両凸レンズ状。長さ2.511m、 幅1.511m程 度。両面正中

線上に縦方向の稜がある。表面には明瞭な網目模様があり、ざらつ く。

・ ソ バ (FagoP/FVm CSCLIFCntt Moench) タ デ 科 ソ バ 属

炭化した果実が検出された。 3稜があり、大きさは 5 Hlm程度。果皮は菱形に近く、これが 3枚組合

わさっている。果皮は薄く、やや光沢がある。

・アカザ科 (Chcnopodiaccae sp。 )

種子が検出された。黒色。側面観は円形で、上面観は凸レンズ形を呈している。大きさは l mal程度。

側面に「へそ」がある。表面は細胞が亀甲状に配列している構造がみられる。

・アオツズラフジ (働ccvF口s雨絶vFatts(L。 )DC.) ツズラフジ科 アオツズラフジ属

核が検出された。褐色で、大 きさは 411m程度。楕 円形で扁平。外周 は比厚 し、放射状 に細かい隆起

がある。表面は竪 くて厚 く、ざらつ く。

・マメ類 (L%幽れοttc sp.)

炭化 した種子が検出された。大 きさは 5 mll程度。偏平な楕円形で、側面に縦長の「へそ」が存在す

る。

・エノキグサ (スαFypha avs隊瓜isL.) トウダイグサ科エノキグサ属
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第Ⅳ章 自然科学分析

表 5 C地 区の種実同定結果

)多 :100個 体以上 破 :破片 数字+:数字の個体数以上が推定される。

卵型で大きさは l lllm程度。先端部はやや尖る。表面は薄くて堅く、細かな窪み種子が検出された。

が配列 し、ざらつ く。

。エ ゴ マ (P∝醜 FFVte3・CenS(L)B五 悦.var.Fr廠 伽 0 シ ソ科 シ ソ属

果実が検出された。黒褐色。大きさは 211m程度。いびつな球形で、先端に「へそ」が見られる。表

面全体には、荒い亀甲状の網 目模様があるが、摩耗 しており不鮮明。

・ナス近似種 (SЛttI142,meFongena L.) ナス科

種子が検出された。腎臓形で、側面のくびれた部分に「へそ」があり、表面には「へそ」中心とし

て同心円状に網目模様が発達する。大 きさは 341m程度。褐色。表面は柔らかい。網 目模様はやや細か

く、畝は波うっている。

・ナス科 (Solarlaceac)

種子が検出された。淡灰掲色、歪な腎臓形で偏平。径2.511m程度。側面のくびれた部分に膀があり、

表面は膀を中心として同心円状に星型状の微細な網目模様が発達する。種皮は薄 く比較的硬い。

・メロン類 (働cvmisl meFo L.) ウリ科キュウリ属

種子が検出された。大 きさは 811m程度。側面観は楕円形、上面観はやや偏平な楕円形。表面は比較

的平滑。

・ ヒ ョウ タ ン類 (L宅
"励

siDer・242 Standl.) ウ リ科 ヒ ョウ タ ン属

未炭化の果実破片と種子が検出された。果皮表面は茶褐色、平滑で光沢があり、果皮内面は淡茶褐

色、スポンジ状で光沢はない。大きさ4611m以上。果皮の厚さは7oll程度。種子は淡灰褐色、倒広皮針

形で頂部は角張る。偏平。長さ154m、 幅 71m、 厚さ3 Hlm程度。基部に明瞭な膳と発芽国がある。両面

外縁部に発達する2本の幅広く低い稜は明瞭であるので、完熟の種子である。破損している個体が多

くみられる。

。トウ ガ ン (B餌れ∽盟 h三顛 da(Thunb.cx Muray)Cogn.) ゥ リ科 トウ ガ ン属

種子が検出された。茶褐色、倒卵形で偏平。長さ911m、 幅7Hm、 厚 さ2nlm程度。上端に明瞭な膀があ

る。種子の背腹両面の全周に縁がある。縁には段差があり薄 くなっている。種皮は厚 くやや堅い。

・ウリ科 (Cucubitaccac sp.)

種子が検出された。大きさは 611m程 度。黒色で上端におおきな「へそ」が発達する。形状は トウガン

に似るが、小型で保存が悪い。
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中名 IoV遺跡出土遺物同定業務報告

。オナモミ属 徹珈れ′vm sp.) キク科

果実が検出された。掲色で大きさは8m4程度。表面は厚くて柔らかく、弾力がある。表面には大き

さ l llm程度のかぎ状の刺がある。

・メナモミ属 (S,9要 sbcttFa sp.) キク科

果実が検出された。黒色。大きさは2.5Hlm程度。惰円錐形で先端部が曲がる。基部にはおおきな楕円

形の「へそ」が存在する。縦軸方向に平行に多数の溝がみられる。

(5)葉 同定

結果を表 6に示す。以下に検出された種類の形態的特徴を示す。

・ カ ヤ (冨θ打り a nVCiFcFa SiCb et Zucc.) イ チ イ 科 カ ヤ 属

針形、偏平で、長さ1.5cm、 幅2Hlm程度。先端部は鋭 く尖る。裏面

は、中肋の両側に白色の気孔が帯状に何列 も分布する。

・クマシデ属 (C岬�ys sp.) カバノキ科

破片が検出された。推定される大 きさは長さ12cm程度。先端はや

やとがる。側脈は比較的密に分布する。葉縁は、鋭い重鋸歯がある。

・コナラ近似種 (ovcFCVS Cf.s中″Muray) ブナ科コナラ属

破片が検出された。検出された部分は中間の部分である。葉は薄

く、縁は鋭鋸歯縁。推定される葉の大きさは 8 cm程度。

表 6 B地区の葉同定結果

・ウラジロガシ近似種 (QucFCys cf.s』icina Blume) ブナ科コナラ属

ほぼ完全に近い形で検出された。大 きさは 8 cm程度。葉縁は3/4く らいまで鋭い鋸歯がある。側脈

は12対程度。草質で薄 く、光沢がある。裏面はやや淡色である。

・ブナ (3馨s crenβ tt Blllme) ブナ科ブナ属

葉の破片が検出された。多 くの枚数が得られているので、別個体であるが、ほぼ全体像を網羅 して

いる。推定される大きさは10cal以上。鋭頭、基部は広い楔型。縁は低波状鋸歯。側脈は10対程度。主

脈は側脈の分岐部分でやや屈曲する。

・ ケ ヤ キ (ZeFko躍 scFaね (Tllunb。 )Makino) ニ レ科 ケ ヤ キ 属

破片が検出された。推定 される大 きさは10cm程度。葉縁は鋭鋸歯。側脈は10対以上。

・ トチノキ (AcscllFuS財所natt Blulne.) トチノキ科 トチノキ属

掌状複葉の一枚の破片が検出された。推定される大きさは20cm以上はあると思われる。葉縁は細か

い不整重鈍鋸歯。

・イタヤカエデ類 (AcΥ νあο Maxim.) カエデ科カエデ属

破片が検出された。推定される大 きさは 7 cm程 度。 5裂 もしくは 7裂 と思われるが、破損 している

ため不明。裂片は全縁で鋭尖頭。

・グミ属 働 留即w sp.) グミ科

破片が検出された。推定される大 きさは 8 cm程度。側47rtは lo対程度。全縁でやや草質。裏面は毛の痕

跡と思われる突起が全面にある。

(6)骨類同定

A・ B地区の結果を表 7に、C地区の結果を表 8に示す。ほとんどが火を受けて灰白色を呈 し、収

縮や変形を伴う細片である。関節部分などの特徴的な部分の形状が保たれていないため同定困難であ

ったが、硬骨魚類 (Ostcichttyse、 以下魚類 )、 鳥類 (Aves)、 哺乳類 (Mammalia、 以下獣類)が同定

種類名 SD2172
D970069

カヤ

クマシデ属
コナラ近似種

ウラジロガシ近似種

ブナ

ケヤキ

トチノキ近似種

イタヤカエデ頚

グミ属

不明

孝Fび



表 7 A・ B地区の骨類同定結果 (1)

モ

号

メ

碁 台帳番号 遺跡名 出土地 種類 部位 個数 メ モ

101D9ra001 R 19NM5-A2 SD4601 ヒ ト 成人 大腿骨片 2点接合
lf D950013 19NM5,A2 SD4601 ヒ ト 肢骨その他片 多務

15D960018 19NM5‐A2 SK450みX76Y76 ヒ ト IIt骨 片

D960031 19NM5‐A2 SK4615 ヒ ト 臼斎 片

D950025 19NM5‐A2 SK4617 ンカ角 ?
リング状のものの破片。
加工品か。要注煮

231D960024 19Nヽ15‐ A2 SK4617 ヒト 茂人 側面 骨 片

231D960024 9NA/15_A2 SK4617 ヒ ト 四肢骨片 l

2` D960024 19NM5 A2 SK4617 ヒ ト 焼骨片 疹務 佃片多数

D960019 19NM5 A2 SK4562① ヒ ト 脱骨 都位示 明 細片右

1 D960006 19NM5 A2 SK4563 ヒ ト 成 入 西骨 片

D960006 19NM5_A2 S(4馬侶 ヒ ト ft次

D960006 19NM5‐A2 SK4563 ヒ ト 肋骨片

D960006 19NM5‐A2 SK4563 ヒ ト 指骨 1

l D960006 19NM;A2 SK4「D63 14ト 夫腿骨 頭 片

1 D960006 19NM5-A2 SK663 ヒ ト

D960006 9NMS A2 SK4ra6R 石 l

D960006 19NM5-A2 SK4563 破 片 多 藝

D960007 19NM5-A2 SK4563 ヒ ト 破片 多 勘 畑片多数

D960008 19NM5‐A2 SK4568 ヒト 成人 預 椎

D960008 19NM5‐A2 SK4563 ヒ ト 幸各  中箭 骨

D960008 9NMら A2 RK4馬 6R ヒト 成人 鼓室郡 1

D96000R 19NM5-A2 SK4563 ヒ ト 手骨 基節号 1

D960008 19NM5-A2 SK4563 ヒ ト 成人 撓骨近位端

D960008 19NM5‐ A2 SK4568 ヒ ト

D960008 19NM5_A2 SK4563 ヒ ト 千骨  丈飾 骨

D96000R 19NM5 A2 RK456R ヒ ト 焼骨片

D9ハ 0009 19NM5 A2 SK4563 ヒ ト 助骨

D960021 19NM5-A2 SK4563 ヒ ト 睡骨片

D960026 19NM5‐A2 SK4563 ヒ ト 手骨  中飾 吾 lH片多数
1 D960020 19NM5‐ A2 X76Y72音砂 ヒト 成人 肩 甲吾 棘 卜

=オ
ι主下 憲 片

D960022 19NMtt A2 X76Vη
~F層

ヒ ト 1 暁骨

D9Йう004 19NM5 BI SK59 ヒ ト 四肢骨片 やや若 い人か

D940006 19NM5-Bユ SK59 ヒ ト 微細 片

耐 入 府 辞 曽 嘗K>下 顎 閣 舘 訳

D970014 19Nh15 B2 S1838 同主不可

D97004 19NM533 SK ヒ ト

D97004 19NM5お a SK イワシ 降 骨

D97004 19NM5弔 3 SK 1、 /_j負 贈棘

D97004 19雨 M5TIR SK タイ ?科 啓鰭血管 間棘 と

D97004 19NM533 SK サカナ 贈棘 ユ

D97004 19NM538 SK サカナ 魚吾微ネB片

D970042 19NM5お3 SK マダイ 繭 芹  折ィト言E

D970039 19NMS T13 RK1 611R_X47Y164 と ト 隆骨片 ? 2

D970017 19NMttTIR SK1684 ヒ ト 骨破片 細片有

D970017 19NM5お 3 SK1684 ヒ ト 成人 大LR骨片

D970020 19NM5お 3 SK1684 同 字不 可

D970022 19Nh15 B8 SK1684 旨 片 細片有

D970037 19NM5_R3 RK1684 ヒ ト 指骨片 2

D970037 19Nヽ T馬_Rl RKlハR4 破片

D970016 19NM5 B3 SK1684‐ X47Y164 ヒ ト 成人 ljl骨片

D970016 19NM5 B3 SK1684-X47Y164 ヒ ト 成人 輩骨 臼部 片 2点移 合

2 D970016 19Nヽ 15‐B3 SK1684-X47Y164 ヒ ト 夫 FIR骨 棟 柿 蛉 都

D970086 19NM5‐ B3 RK1684 X47Y164 ヒト 成人 仙骨片 4

D970036 19Nヽイh_TIR RK16A4_X47Vi64 ト 寛骨片 左

D9700R6 19NM5-B3 SK16M‐X47Yl弘 ヒ ト 覧骨片 右

D970036 19NM5‐ B3 SK1684-X47Y164 ヒ ト 輩骨片 オ右不明

D970086 19NM5‐ B3 SK16雛―X47Y164 ヒト 成人 中手 骨

D970036 19NM5 B3 RK16解 _X47Y164 ヒト 成人 上腕骨 5 3点接合

D970036 19NM5_TIR RK16R4X47Viお 4 ト 基節骨 1

D9Яa036 19NM5‐ B3 SK1684 X47Y164 ヒ ト 成人 喫状骨

D97Э 036 19NM5お 3 SK1684X47Y ヒ ト 母破 片

D973038 19NM533 SK1684X47Y ヒ ト ε瞥骨 片 芹

24 D970038 19NM5 B3 SK1684X47Y ヒ ト 隆体片

D9700311 19NM岳 _TI■ RK16R4X47V ト 胸骨片 1

2イ D9700RA 19NM5_RR SK1684X47Y ヒ ト 助骨片

D970038 19NM5‐ B3 SK1684X47Y ヒ ト 睫状骨

D9紹9038 19NM538 BK1684X47Y ヒ ト 指骨 片

勲 D979038 19NM5S3 SK1684X47Y ヒ ト 吾 片

D973035 19NM5お 3 SK1684No01 ヒト 成人 大限骨 片

2( D970034 19NM533 3K1684No02 同定不可

D9猟〕034 19NM5弔 R ミK16R4卜h02 同定不可

17 D979031 19NM;B3 SK1684No03 ヒ ト 女 P 睡骨 2
9 19NM;B3 SK684hlo04と
同一個体の可能性有 り

17 D9紹9031 19NM5お 3 SK1684No03 ヒト 成人 寛 骨 2点接合。部位など要再確認

第Ⅳ章 自然 科 学 分 析
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表 7 A・ B地区の骨類同定結果 (2)

モ
号

メ
番 台帳番号 遺跡名 出土地 種類 部位 個数 メ モ

9 D979023 19NM5-B3 SK1684No04 ヒト 成人 撓骨

17 19Nヽ 15‐B3 SK684No03と
同一個体の可能性有 り。
8点接合←要種類ほか確認

D970023 19NM5‐B3 SK1684No04 ヒ ト 成人 大 ER骨 l

4 D970018 19NM5‐B3 SK1684No05 ヒ ト 成人 拘骨片

4 D970018 19NM5 B3 3K1684No05 ヒ ト 成 人 黄骨片

D9猟〕018 19NM5_Tl∩ 弓K16R4No05 ヒト 成人 雨藉 骨 片

D970029 19NM5-B3 SK1684No07 ヒ ト 成人 頓骨片

D970019 19NM5‐B3 SK1684No08 ヒ ト 成人 勤骨片 l

D970030 19NM5‐B3 SK1684No09 ヒ ト 成 人 瞬骨片 1

2て D970040 19NM5 B3 3K1684No10 ヒト 成人 拗骨 片 r

2` D970040 19NM5_B3 弓K16R却咄Ⅲ10 ヒト 成人 現 大限 骨 芹  棟 位 淵 菩К片 2点 修 合

26 D970040 19NM5‐B3 SK1684Nl110 ヒト 成人 太腿骨 片

2` D970040 19NM5 B3 RK1684Nn10 ヒト 成人 易 爬骨  井  折位 端

D97002A 19NM5_RR 弓K16R4Nn 下町
= 

芹

D0700夕 l 19NM5-B3 SK1684No 2 ヒ ト 成人 竜骨片 l

12 D979026 19NM5‐B3 SK1684No 2 ヒ ト 成人 太腿骨片

ユ D973032 19NM5‐B3 SK1684No 4 ヒ ト 成 人 排骨 2点接合

D9η0024 19NM5‐B3 RK16R4Nn 烏 ヒト 成人 責骨 片

D9700R∩ 19NM5_RR SK1684No16 ヒト 成人 排骨

D979038 19NM5-B3 SK1684No16 ヒ ト 成人 踵骨片

D9Ю027 19NM5-B3 SK1684No17 ヒ ト 成人 第 V中足骨 右 1

11 D9Ю025 19NM5 B3 ミK1684No18 ヒ ト 成 人 lE骨片

D970015 19Nヽ frD― R3 RK16R4Nn20 ヒト 茂人 ‡犀骨

D97001馬 19NM5‐B3 SK1684No20 ヒト 成人 嘱 ljl吾

1 D970015 19NM5‐B3 SK1684No20 ヒ ト 成人 匹骨 左 他 2点接合

1 D9紹9015 19NM5-B3 SK1684No20 ヒ ト 成人 勤骨

1 D970015 19NM5 B3 ミK1684No20 ヒ ト 成 人 諧骨

D970015 19NM馬_R含 ミKl饂4Nn20 ヒト 成人 L肺骨 2点樗 合

D970015 19NIC5‐ B3 SK1684No20 ヒ ト 成人 女 太腿骨 各 2占 ず つ が好 合

l D970015 19NM5お 3 SK1684No20 ヒ ト 成人 破片

1 D970015 19NA/15‐ B3 SK1684No20 ヒ ト 成 人 非吾 ユ

1 D970015 19NM5名 3 爵Klfa84No20 ヒト 成人 憚昏 2貞袴 合

D9700511 19NM5_T14 RD2172 ニワトリ 尺各  方 (芽子Ⅲ

D970066 19NM5 B4 SD2172 b― Xl10Y136 ヒ ト 成人 中手足骨片 1

ユ D970066 191¶M5B4 SD2172 b― Xl10Y136 ヒ ト 成人 部位不明

D970062 19NM5お 4 SX3849 ヒ ト 成 人 技骨片

中名 I・ V遺跡出土遺物同定業務報告

された。また、昆虫遺体も混在する。魚類と鳥類は出土点数が少なく、大半は獣類の骨である。獣類

のうち、種が特定できたのはヒト (Fron2ο 3軽ittd)のみであり、その他はヒトも含む範疇として中型

獣類、あるいは獣類と表示する。

(7)昆虫同定

結果を表 9に示す。検出された種類は、 ドウガネブイブイ、ナガヒメヒョウタンゴミムシ、アオゴ

ミムシの 1種、オオゴミムシ、ゴミムシ類、コガネムシ類 (ヒ メコガネ ?を含む)、 アオクチブトカ

メムシ?である。上翅、前胸背板、頭部、腹節などの部位が検出されているが、いずれも破片である。

以上、検出された8種の中でナガヒメヒョウタンゴミムシは遺跡からの出土例が少ないが、平地に

棲む甲虫とされる。その他の昆虫も、我が国の遺跡よりよく出土する種類であり、現在の日本の平地

から低い山地にかけての人里、あるいはその周辺の森林などに認められる種類である。したがって、

いずれの種類も特徴のある環境を指示する種類でない。

(8)土壌理化学分析

分析の結果、各理化学成分の浪1定値は、リン酸が1.96P205mg/g、 カルシウムが5.45CaOmg/g、 有機

戊素が0.830/O(腐植含量1.440/0)、 全窒素が0.07%で ある。

イ′8



第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

4.考 察

(1)遺跡の立地と古植生

河道堆積物 (S D2172)の珪藻化石群集をみると、化石の気存が良く、中～下流性河川指標種群

(安藤,1990)や流水生種が多産する。中～下流性河川指標種群とは、河川の中～下流部や河川沿い

の河成段丘、扇状地、自然堤防、後背湿地などに集中して出現し、他の地域には出現しなかったり、

出現しても主要でない種群である。また本試料で産出する流水不定性種は、池沼などの止水域に限定

して生育する真止水性種を全 く伴わない。これらのことから、河川によって運搬された土砂によつて

急速に埋積した氾濫堆積物と考えられ、扇状地の末端に位置する周辺地形とも調和的である。

表 8 C地 区の骨類同定結果

番号 遺構コード 出土地点 分類群 部位 部 分 R/L 被 繁 重量イ宜〕 備 考

D980042 19N�【5-C X94Y61 中型獣頬 不明 破片 右

19NM5‐ C‐ Ⅱ層 X84Y63 中型獣頚 不 明 破片 有 04 扁平骨 の一部

D980086 19NM5‐ C‐ Ⅱ層 X90Y62

ヒ ト 尺骨 骨体片 有

中型獣類 四肢骨 骨体片 有 ヒトの可能性

鞘 不 明 細 片 有

D980048 19NM5 C― I層 X88Y65 中41獣類 不 明 破片 有

D980049 19NMttC Ⅱ層 X87Y64
中型獣類 頭幸骨 IE片 有 ヒ トの可能性

中型獣類 不 明 破片 有

D980050 19NM5‐ C‐ Ⅱ層 X88Y65 中型獣類 四肢骨 骨体片 右 ヒ トの可能性

D980051 19NM5C I層 X90Y63
中型獣類 四肢号 骨体片 有 ヒ ト大腿骨 の可能性右

中型獣類 不 明 細片 有 ヒト大腿骨の可能性有

D980052 19NM5C I層 X88Y64
中型獣頚 上肢骨 ? 骨体片 有 ヒトの可能性

獣類 不 明 細 片 有

D980035 19NM5C Ⅲ層 X89Y64
鞘 不 明 細 片 有

淀化物 有

D980037 19NM5‐ C‐ Ⅲ層 X90Y62 獣類 小 明 細片 有

D980038 19NM5‐ C‐ Ⅲ層 X90Y62
中型獣類 椎骨 惟体 片 有 ヒ トの可能性

中型獣頚 四肢骨 破片 右 ヒ トの可能性

中型獣類 不 明 破片 有

D980039 19NM5 C― 皿層 X98Y61 中型獣類 不 明 破 片 有

D980040 19NM5‐ CⅢ層 X94Y60 中型獣類 不 明 破 片 有

D980041 19NM5C Ⅲ層 X94Y60 中型獣類 四肢骨 破 片 有

D980058 19NM5‐ C‐Ⅲ層 X98Y185 ウシ/ウ マ 歯牙 細 片

D980046 19NM5C Ib層 X90Y62
と ト 月状骨 ほぼ完 有

中型 獣類 不 明 細片 有

D980047 19NM5 C‐ Ib層 X87Y65

中型獣頚 頭蓋骨 破 片 有 ヒ トの可能性

中型獣類 四肢骨 骨体 有 ヒ トの可能性

中型獣頚 不 明 破片 有 需平骨 ヒ トの可能性

中型獣頚 不 明 破片 有 ヒトの可能性

D980024 19N�生5-C―SD5302
魚類 不 明 破 片 有

中型獣頚 不 明 細片 有

D980025 19Nh15-C―SD5302

昆 虫 脚の先端 ? 有

小～ 中型鳥類 尺骨 骨体片 有

小～ 中41鳥類 示 明 細 片 有

D980026 19NM5‐ C‐SD5302 X87Y60 炭化物 有

D980027 19NM5-CもD5302 X89Y63 中型獣類 頭蓋骨 破片 有

D980028 19NM5‐ C‐SD5357 中型獣類 不 明 細片 有

D980029 19NM5‐ C‐SD5357

ヒ ト 頚椎 椎体片 有

ヒ ト 基節/中 節骨 遠位端 有

中41獣類 不 明 肋骨 P 有

中型獣類 不明 細 片 有

D980030 19Nh15-C SD5357 X90Y63
中型獣類 示明 細 片 有

中型獣頚 不明 有 ヒ ト上腕骨片 の可能性

D980031 19NM5‐ C‐SD5357 K90Y63 中■l獣類 四肢骨 骨体片 有 ヒ ト上腕骨の可能性

D980032 19Nヽ15C― SD5358 X51Y62
ヒ ト 基節骨 遠位端 有

獣類 四肢骨 骨体片 有

D980033 19NM5‐ C‐SD5358 X89Y68 獣類 不明 細片 有 37

D980021 19NM5-C SD5064 中型獣類 不 明 細片 有

D980022 19NM5‐ C‐SK5150 中型獣類 不 明 細 片 有

D980054 19NM5 0SK5156 獣 類 不 明 細 片 有

D980055 19NM5 C SK5211 躙 不 明 細 片 有

D980056 19NM5‐ C‐SK5224 獣類 不 明 細 片 有

D980023 19Nヽ15C‐ SK5251 X103Y醜 ヒ ト 頭頂骨 破片 有

+:重量01g未満
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中名 I・ V遺跡出土遺物同定業務報告

また、花粉分析の結果をみると、スギ属がやや多いものの、際だって多い種類がみられない。遺跡

の立地や珪藻化石群集の結果を考慮すると、花粉化石の由来は、後背山地をはじめ広範囲にわたる河

川の集水域に由来する可能性がある。そのため、広範囲の植生を反映していると思われる。一方、種

実や葉など物理的に弱い化石は、花粉化石のように遠方から流されてきた可能性は低 く、遺跡周辺の

植生を反映しているものと考えられる。葉で出上 したものは、カヤ、クマシデ属、コナラ近似種、ウ

ラジロガシ近似種、ブナ、ケヤキ、 トチノキ、イタヤカエデ類、グミ属である。これらの樹木は、遺

跡周辺の林縁部から山地・丘陵内を中心に生育 していたと考えられる。また中世の遺構から検出され

た種実のうち、林縁部の植生を反映 していると考えられるものは、オニグルミ、ハンノキ属、 トチノ

キ、クリ、ヤマグワ、サクラ属、キイテゴ属、サンショウ、ブ ドウ属、エゴノキ、アオッズラフジな

どの木本やつる植物である。葉と種実は種類が一致するものが少ないが、これは化石としての残 りや

すさに関係 していると考えられ、遺跡の周 りには豊富な樹種構成からなる森林があったと思われる。

また、本地域は、西日本に広 く分布する常緑広葉樹樹林の分布域 と、中部以北を中心に分布するブナ

やナラ類など落葉広葉樹林の分布域の境 目にあたる。このため樹種構成が豊富で、常緑材林のカシ類

と落葉樹のブナ、ナラ類が狭い地域に混在 しているものと考えられる。今回得られた花粉化石群集か

らみてもこのような組成と調和的である。なお、花粉分析で多産するが、葉や種実が全 くみられない

ものにスギがある。スギは北陸地域を代表する森林であるが、現在では山奥に行かないとみることが

できない。しかし、わずかに残る天然林の分布や、遺跡出上の樹種同定の結果などから、かつては低

地にもスギ林があったと考えられている (鈴木,2002)。 おそらく当時の遺跡周辺の分布域は、丘陵

や山地、あるいは扇端部にみられる湧水地などを中心にスギが分布 していたと思われる。また、クリ

や トチノキなどの有用植物は、古 くから里山で保護されてきたことから、周辺に多 く分布 していたこ

とが示唆される。

表 9 昆虫遺体同定結果

番 号 遺構コー ド 種類名 部 位 数量 備 考

D980013 19N卜15-C―SE5274 ドウガネブイブイ 右 L物稚 片 4

no父anlR 19N卜15-C‐SE5423 ドウガネブイブイ 上翅破片 6

D980020 9NK/15-C‐ SE5472

ナガヒメヒ ョウタンゴミムシ 前駒背瓶

アオゴミムシの 1種 右上翅破片 1

小型ゴミムシ
右_L磁破 片

左上翅破片 1

大型ゴミムシ 頭 部

D980009 19NM5-C‐SK5206

オオゴミムシ 芹 r認砧 片

ヒメコガネ?を含むコガネムシ類

上翅被片 1 ヒメコガネ?を含む

その他、部位不明の破片有り前 胸 背 板

腹節 l

アオクチブ トカメムシ ? 小楯板

草本類の産出状況から、遺跡周辺はいわゆる「人里植物」が生育する草地であったと思われる。そ

の種類として、カヤッリグサ科、カナムグラ、タデ属、アカザ科、エノキグサ、オナモミ属、メナモ

ミ属、ホタルイ属、イボクサ属、サナエタデが該当し、これらが遺跡周辺に草地を作っていたと考え

られる。また一部は水田や畑などの雑草となっていたと思われる。これら以外に、このような草地を

作る代表的な種類にイネ科があるが、種実遺体では検出しにくく、また花粉化石では細分が難しい。

植物珪酸体分析の成果をみると、タケ亜科をはじめ、ヨシ属、ウシクサ族、イチゴツナギ亜科がみら

れることから、これらも遺跡付近に多く生育していたと考えられる。ただし、タケ亜科に関しては、

ブナやナラ類など落葉広葉樹林の林床を覆う主要な種類であることから、山地から流れ込んできたの

も多数あるとみられる。このため、遺跡周辺の植生の中でタケ亜科が占める割合は植物珪酸体組成で
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みられるほど高 くはないと考えられる。

なお、 S K5124か ら検出された花粉化石では、マツ属の花粉化石が多い。当社では、神通川や常願

寺川扇状地上の自然科学分析調査を実施 しているが (パ リノ・サーヴェイ株式会社,1997;1998な ど)、

これらの成果では、マツ属の多産は近世以降で顕者にみられる。今回の花粉分析の結果では、これら

の成果よりも増加時期が早いことになる。ただし、上位からの攪乱の影響や、中世の中での時期差に

よって組成が変化する可能性 もあることから、詳細は情報の蓄積を待って検討 していく必要がある。

以上のような結果は、神通川周辺に位置し、西には呉羽丘陵が広がっている本遺跡の立地条件から

も、山地と低地との境界付近の植生を反映していると考えられる。このような環境は、検出された昆

虫化石 (ド ウガネブイブイ、ゴミムシ類、コガネムシ類など)が生活する環境としても矛盾しない。

(2)S K5124の 性格

S K5124は 桶が埋設されており、S B01に 付随する便所と推定されている。これまでの分析例から

は便所遺構では、食糞性昆虫、魚骨、栽培植物の種実遺体・花粉化石などが検出され、また寄生虫卵

の産出個数が l ccあ たり1000～ 10000イ固を越えるとされている (金原 。金原,1994)。 これに対して、

便所遺構以外の場所では、寄生虫卵が含まれないか、もしくは100イ回未満であるとされている (黒崎

ほか,1994)。 今回の試料では、寄生虫卵として回虫卵が検出されるが、 l ccあたり1個未満である。

同一試料において花粉化石が検出されているため寄生虫卵が分解・消失したと考えにくく、覆土内に

は寄生虫卵が含まれていなかったと考えられる。

珪藻化石では、Hofmam,G。 (1994)、 Lange‐ Beltalot,H.&Steindortt A.(1996)を 参考にすると、最

適生育水域の栄養度合いが中栄養～富栄養、有機汚濁に対する耐性度合いが中腐水性の種類が多く含

まれる。また、現在の水域の水質判定において汚濁程度を数量的に表す方法として開発された汚濁指

数 (As五 ,K.&Watanabe,T,,1995)が 適用されている。汚濁指数値 (DAIpo値)は、DAIpo=50-1/2×

(好汚濁性種の相対頻度の和―好清水性種の相対頻度の和)に より求められ、1001こ 近いほど水が清浄

で、0に近いほど汚濁 していることを示すとされる (渡辺ほか,1988)。 今回のDAIpo値は46.3を 示 し、

渡辺・浅井 (1992)で みると弱 (β )― 中腐水域にあたる。このことから、桶の中の水質は弱アルカ

リ性であり、極端に汚濁が進んでいない可能性がある。

また、土壌中に糞便等が混入すると有機成分が富化されるため、リン酸含量・炭素含量・窒素含量

が高 くなることが予測される。 しかし、今回の測定値は極めて高い値が認められない。したがって、

土壌の理化学成分からみても、遺構覆土内には糞便などの有機成分が極めて多量に混入 していたとは

言えない。

以上の結果より、 S K5124は 便所 として利用されておらず、他の用途として利用されていたと考えら

れる。一般的に桶を埋めた遺構 としては便所遺構の他に、墓や水利施設などの用途が考えられる。た

だし、リン酸含量をみるとBOwcn(1983)、 Bolt&Bruggcnwc■ (1980)、 川崎ほか (1991)、 天野ほか

(1991)な どの調査から推定される天然賦存量 (土壌中に普通に含まれる量)の上限 (約 3.OP205mg/8

程度)よ りも低 く、リン酸の著 しい富化が認められない。また、カルシウム含量 も、藤貫 (1979)に

示された天然賦存量の範囲 (1～ 50CaOmg/8)内 にある。これらのことから、遺構内に遺体が埋納さ

れていた可能性 も低い。一方、珪藻化石の産状から覆土が水成堆積物によって埋積 していると考えら

れ、遺構内に水が存在 していたことがうかがえる。 したがって、本遺構は水利施設として利用されて

いた可能性がある。この点については、今後とも資料を蓄積 して検討を重ねていく必要がある。

(3)種実からみた古植生と植物利用
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栽培種ならびに栽培のために渡来した種類は、ウメ、モモ、スモモ、カキ、イネ、アワーヒエ、キ

ビ、オオムギ、コムギ、アサ、ソバ、マメ類、エゴマ、ナス、ヒヨウタン類、メロン類である。これ

らは当時栽培され、利用されていたものと考えられる。これらの種類は、本遺跡で既に実施 した種実

遺体同定だけでなく、梅原胡摩堂遺跡 (パ リノ・サーヴェイ株式会社,1996)、 さらに清水島Ⅱ遺跡、

持田 I遺跡、中名Ⅱ遺跡 (パ リノ・サーヴェイ株式会社,2002)、 道場 I遺跡など (パ リノ・サーヴェ

イ株式会社,未公表)で も検出されている。中世の遺跡では、奈良県の箸尾遺跡 (金原ほか,1992;

金原,1994)や東京都の葛西城 (橋本,1993)の ように、井戸や土坑などの遺構から多 くの栽培植物

が検出される傾向がある。本遺跡の場合 も栽培種の多 くが溝跡・土坑・井戸跡などから検出された状

況を考慮すると、当時の生活残澄が破棄された、あるいは祭祀に伴い埋められたと考えられる。

採取によって利用される可食植物には、オニグルミ、クリ、ヤマグワ、サクラ、キイチゴ、サンショ

ウ、 トチノキ、ブ ドウ属、ニワトコがある。この中でもオニグルミや トチノキ、クリは保存が利 く可

食植物であることから、里山の中でも保護され、多 く分布 していたものと考えられる。

今回同定を行った遺構の中で、種類数・個体数ともに多かったのは S Kl104で ある。この遺構は中

世 (13～ 14世紀)の排水施設と考えられてお り、種実のほか、骨、炭化材、木製品、金属製品など多

くの遺物が検出されている。このことから、破棄する際に何 らかの祭祀が行われた可能性が指摘され

ている。イネやムギなどの穀類は、食べる部位が炭化 してお り、炭化材や焼骨を伴っていることから、

これらとともに燃やされたと考えられる。一方他の種類に関しては炭化の痕跡はなく、そのまま埋め

られたと思われる。その他の遺構は組成が単調で数も少なく、モモ、イネ、ヒョウタン類などが見ら

れる。このように、 S K l104は 種実遺体の産状から見れば他の遺構 とは異なり、祭祀が行われた可能

サ
陛があるといえる。

(4)燃料材の検討

炭化物を多量に含む S K5278は 、様々な種類の植物珪酸体が検出される。これらの珪酸体は、遺構

覆土に元来混入 していたものに由来すると考えられる。特定の種類が多産しておらず、また珪化組織

片も産出しないことから、燃料材の種類を検討することができない。炭化物が多量に混入することを

考えると、燃料材 としてイネ科植物を利用 していなかったと想定される。一方、 S X5252で 認められ

た黒色の灰は、珪化組織片の産状から、栽培植物であるイネ属の籾殻や業部が焼けたものであると断

定される。イネ属以外のイネ科植物は、植物珪酸体の産状を見る限り利用されていなかったと思われる。

(5)骨類同定からみた当時の生業

A・ B地区の状況をみると、骨類など動物由来の遺体は大部分が人骨である。骨はいずれも火熱を

受けたと思われる形跡があり、また土坑出土のものは炭化材を伴っていることから、火葬されたもの

と考えられる。 S K 1684、 S K53、 S K4563、 S K4617は ほとんどが人骨からなるが、 S K4617か ら

は鹿角が検出されてお り、副葬品の一部であると思われる。また祭祀遺構 と考えられている S K l104

では、魚骨が見つかっているが、穀物の種実も多量に見つかっていることから、これらが祭祀的な目

的で埋められた可能性がある。

一方 C地区では、魚類や′烏類、哺乳類の骨が同定される。獣類のうち、ウシあるいはウマの歯牙破

片が出土 したことから、当時ウシあるいはウマが飼養されていた可能性がある。この歯牙破片には、

明確な被熱痕跡が見られない。 しかし、これ以外の獣類骨は被熱の痕跡が認められる。その中で、ヒ

トと同定された骨は少ない。ただし、ヒトの可能性がある破片 も多いことから、種不明獣類の中には

ヒトも多 く含まれる可能性がある。 C3地区は、五輪塔や花瓶が出土することから墓域であったと考
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えられており、S K5251の ように人骨が出土した土坑は火葬墓の可能性がある。また、溝跡から出土

した人骨についても火葬墓から混入した可能性が考えられる。なお、馬場ほか (1986)に よれば、人

骨は600℃以下で焼いた場合には骨自体の変化はほとんど起きず、800℃付近で灰白色化・数°
/。 ～200/0

ほどの収縮・硬化といった著しい変化が生じ、900℃ 以上になるとほとんど変化しなくなるとされる。

本遺跡出土の人骨には、灰白色の変色・収縮・硬化が確認できる破片も見られることから、少なくと

も800℃以上の温度で焼かれたと推定される。

また、福島県の根古屋遺跡では、土器棺内外から火葬人骨とともにイノシシやシカ、タヌキ、キジ

科の焼骨が検出されている (馬場ほか,1986)こ とから、人骨とともに動物の一部を焼く、あるいは

焼いた動物の骨を人骨と共に埋めるといった行為が想定される。本遺跡でも、溝跡から魚類や蔦類の

焼骨が出土する。これらは、食肉等に利用した残淳が焼かれた可能性もあるが、根古屋遺跡の例のよ

うに火葬人骨とともに埋められていた可能性もある。
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第Ⅳ章 自然科 学分析

(D980003)

図版 1 珪藻化石
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1.FFprdi′ ar」i, 72μθ力9FJiβ θ (Kuetz。 )Petersen (D980003)
2,ユ■aぶ′pFwiβ  9/rξ″β Grunow (D980003)
3.ドHaょ′ariβ 9FFgtta Grunow (D980003)

4, fン脇ιθ′′, ケv」
4gFdu′β Grunow (D980003)

5。 9ymbθ′′β si′θsiβεβ Bleisch (D980003)
6.却♭7」

iοロゴt7 θとgin92♂=s var. ,jぶθε′β (Krass.)Patrick
7. /Fpァ」θ口′β θとnσ ttβ  (Ehr。 )Kuetzing (D980003)
8。 腸 7」

iθガβθ
"FeFttε

θβ (Kuetz。 )Grunow lD980003)
9./Faァ」σtryβ  sp. (D980003)

10.酔′′aphOra´ 宝p口′β (Kuetz.)Mereschkowsky (D980003)
11.酔刀留乃9Fp´ vPμ′β (Kuetz.)Mereschkowsky(D980003)
12.ハげιzsθカゴβ atthゴわゴβ Grunow (D980003)
13,Nitzsc力via FFpJιロゴE″  (Kuetz.)Grunow (D980003)
14.Иθ力ββヵぢ力θ♂ 9/fξy' Grunow (D980003)

15,ガο力打βガぢ力θδ″′rPr財ゴssima Kuetzing (D980003)
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中名上 ＼F ttlll出 上遣物可定業務キktと

図版 2 花粉化石

D■

1 マツ属 (D980003)

3 コナラ属コナラ亜属 (D980003)

5,ハ ンノキ属 (D980003)

7イ ネ科 (D980003)

9,ソ バ属 (D980003)

6a

2 ブナ属 (D980003)

4.ニ レ属―ケヤキ属 (D980003)

6.ア ブラナ科 (D980003)

8,カ ヤツジグサ科 (D980003)

5b

5ィィm

V2`



第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

図版 3 植物珪酸体

1.イ ネ属短細胞列 (D980058)

3.ススキ属短細胞珪酸体(D980059)
5.イ ネ属機動細胞列 (D980058)

7.ウシクサ族機動細胞珪酸体 (D980059)

“
●
３

鶴

Ｉ
ガ

ｍ

一

働９

２

50μ m

(1,4-8)

50

2.タ ケ亜科短細胞珪酸体(D980059)

4.イ ネ属機動細胞珪酸体(D980058)

6.タ ケ亜科機動細胞珪酸体 (D980059)

8.シバ属機動細胞珪酸体(D980059)
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中名 I・ V遺跡出土遺物同定業務報告

図版 4 種実遺体 (1)

(2…5)

2 cm

(1)

1.ヒ ョウタン類 果実 (D970007)

3.オニグルミ 核 (D980071)

5。 モモ 核 (D980005)

7.ウ メ 核 (D970079)

9.カキ 種子 (D970092)

H.メ ロン類 種子 (D970110)

13.ヒ ョウタン類 種子 (D980015)

15.スギ 種子 (D980014)
17.ブ ドゥ属 種子 (D970080)

(6-1つ

2.スギ 球果 (D980014)

4.ク リ 果実 (D970043)

6.ハ ンノキ属 果序 (D960010)

8.ス モモ 核 (D970091)

10.エ ゴノキ属 種子 (M960585)

12.ト ウガン 種子 (D980016)

14.オナモミ属 総芭 (D970094)

16.サンショウ 核 (D980020)

l cm 2 1ull

ー(15-17)

″ ∂



第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

図版 5 種実遺体 (2)

20b

18.イ ネ 胚乳 (D980020)

20.オオムギ 胚乳 (D980020)

22.イ ボクサ 種子 (D970101)

24.アサ 種子 (D970096)

26.マ メ類 種子 (D970104)

28.ヤマグワ 種子(D9701H)
30.ニワトコ 核 (D980009)

32.サナエタデ近似種 果実 (D970096)

34.ア カザ科 種子 (D970082)

36。 エゴマ 果実 (D970096)

38.メ ナモミ属 果実 (D970082)

36
Ｏ
υ

一
■一汗

211m      211nl

ー (18‐27)  (28‐ 3働

19.ア ワーヒエーキビ 胚平L(D970082)
21.コ ムギ 胚乳 (D970089)

23.カ ナムグラ 種子 (D970088)

25.ア オツプラフジ 核 (D970082)

27.ナス属 種子 (D970101)

29.キイチゴ属 核 (D970117)

31.ホ タルイ属 果実 (D980009)

33.タデ属 果実 (D980020)

35.エ ノキグサ 種子 (D970082)

37.ナ ス科 種子 (D980015)
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中名 I・ V遺跡出土遺物同定業務報告

図版 6 葉化石
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１

１

１

１

１

２

１

１

１

１

１

２

カヤ(SD2172:D970069)

ケヤキ(SD2172;D970069)

トチノキ近似種 (SD2172,D970069)

クマシデ属 (SD2172,D970069)

グミ属 (SD2172;D970069)

グミ属 (SD2172,D970069)
ブナ(SD2172,D970069)

ブナ(SD2172,D970069)

ウラジロガシ近似種 (SD2172;D970069)

ウラジロガシ近似種 (SD2172,D970069)

ウラジロガシ近似種 (SD2172:D970069)

2.ケヤキ (SD2172;D970069)
4.イ タヤカエデ類 (SD21721D970069)
6.コ ナラ近似種 (SD2172;D970069)
8.ク マシデ属 (SD2172iD970069)
0. グミ属 (SD2172,D970069)
2. フトナ(SD2172;D970069)
4. 七ブナ (SD2172;D970069)
6. ブナ (SD2172;D970069)
8.ウ ラジロガシ近似種 (SD2172,D970069)
0.ウ ラジロガン近似種 (SD2172;D970069)

孝Jθ



樹種鑑定報告書
財団法人 元興寺文化財研究所

1.樹種鑑定の概要

樹種の分類は、花、果実、葉など、種ごとに分化の進んだ器官の形態に基づいている。しかし、木

材組織は、種ごとの分化が進んでいないため、組織上大きな特徴を有する種を除き、同定できない場

合がある。種の同定が困難な場合は、科・亜科・族・亜族・属・亜属・節・亜節 (分類の大きい順)

のいずれかで表す。

*科・亜科・族・亜族 。属・亜属・節・亜節・種の分類は、主に原色日本植物図鑑 (保育社)に よ

る。

2.切片作製

カミソリの刃で遺物をできるだけ傷つけないように注意しながら、木材組織の観察に必要な木口面

(横断面)、 板目面 (接線断面)、 柾目面 (放射断面)の 3方向の切片を正確に作製する。

3。 永久プレパ ラー ト作製

切片はサフラニンで染色後、水分をエテルアルコール、n― ブチルアルコール、キシレンに)贋次置

換し、非水溶性の封入剤 (EUKITT)を用いて永久プレパラートを作製する。

4.同定方法

針葉樹については、早材から晩材への移行、樹脂道の有無、樹脂細胞の有無および配列、ラセン肥

厚の有無、分野壁孔の形態等、広葉樹については道管の大きさや配列状態および穿孔の形態、柔組織

の分布や結晶細胞の有無、放射組織の形態等を生物顕微鏡で観察し、同定する。

5.顕微鏡写真撮影

木口面は30倍、柾目面は広葉樹100倍・針葉樹200倍、板目面は50倍で撮影する。

*試料を採取することで遺物の形状を損なうおそれがあり、3方向揃わなくても樹種が確認できる時

は、必要な方向の切片のみ作製する場合がある。

*炭化や錆化等で切片作製が困難な場合は、金属顕微鏡や電子顕微鏡で観察し同定を行う場合がある。

その際の写真撮影の倍率は、試料の状態により決定する。
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樹種鑑定報告書

鼈 遺物名 地区名 挿図番号 樹種名 備 考

漆椀 A2 トチノキ

漆椀 A2 3005 オオウラジロノキ

漆椀 A2 3003 ブ ナ

漆椀 ? A2 3032 ブナ

漆椀 ? A2 ブ ナ

漆椀 ? A2 ブ ナ

漆椀 P A2 ブ チ

柱 A2 3030

注 A2 3029

注 A2 3026

柱 A2 3027

底板 A2 ヒノキ

山物底板 A2 ヒノキ

底板 A2 R020 ヒノキ

底板 A2 ヒノキ

励 A2 3037 ヒノキ

加工棒 A2 モ ミ

漆器椀 B3 R∩ら7 ケヤキ

漆器皿 B3 ブ ナ

下駄 B3 スギ

下駄 B3 3087 スギ

曲物底 B3 スギ

曲物底 B3 スギ

おヽら B3 スギ

木蓋 B4 ヒノキ

漆器椀 B4 ケヤキ

漆器椀 B4 ケヤキ

漆器椀 B4 ケヤキ

漆器蓋 R ヒノキ科 ヒノキ科に属する種 ヒノキ、サワラ、ネズコ、アスナロ等

漆 勁 R 66 ブ ナ

漆器椀 R ブ ナ

漆器椀 R 合4 ブ ナ

漆 器 競 C R 67 ブ ナ

211-1 由物

`廃

瓶 ) C R らR ノキ

211-2 由 Ibl(廣瓶 Ⅲ C R ら3 ノキ

円 辮 状 C R 70 スギ

瓶 C R 49 ヒノキ

円 牌 状 C R ヒノキ

廣 笈 C R スギ

楼 状 C R ヒノキ科

瓶 状 C ヒノキ

21R l 未 白 C ブ ナ

21R_2 未 臼 C ブ ナ

木 白 C ブ ナ

220 癬 C エノキ

洋 C

洋 C 呂5

洋 C

岸 C

梓 C 1194

226 C クi,

梓 C エノキ

漆 器赫 C ブ ナ

229 漆 器赫 C トチノキ

2∩0 下 駄 C ヒサカキ

漆 釉 C ブ ナ

板 状 C ヒノキ

洋 C

板 状 ヒノキ

板 状 ヒノキ

洋 ウルシ科ヌ,レデP

洋 クリ

洋 ムクロジ

洋 スギ

イ32



第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

木口面

陥 103 漆椀

木口面

No 104 漆椀

30倍

トチノキ

30倍

オオウラジロノ

柾 目面

柾 目面

100右旨

100冶等 板 目面

木口面

No 105 漆椀

倍

ナ

３０

ブ

柾 目面

イJJ



樹種鑑定報告書

木口面

No 106 漆椀 ?

木口面

No 107  彪健ル屯?

木回面

No 108 漆椀 ?

100布許倍

ナ

３０

ブ

柾 目面

柾 目面

板 目面

板 目面100布き倍

ナ

３０

ブ

100布静倍

ナ

３０

ブ

7,孝

柾 目面 板 目面



木口面

No 109 漆椀 ?

木口面

No l12 柱

木口面

No l13 柱

30倍   柾 目面

クリ

100布吉倍

ナ

３０

ブ

柾 目面

柾 目面

板目面

板目面

第Ⅳ章 自然 科 学 分 析

50倍

100布吉倍

リ

３０

ク

100布静 板目面

イ9び



樹種鑑定報告書

木口面

No l14 柱

木口面

1ヾo l15 柱

木口面

No l18 底板

倍

リ

３０

ク

30倍

ヒノキ

柾 目面

柾 目面

100布旨 板目面

板 目面100布等倍

リ

３０

ク

夢

静

Ｆ

　

，

鰺

7_9び

柾 目面 板目面



木口面

No l19 曲物底板

木口面

No 120 底板

木口面

No 121 底板

30倍

ヒノキ

30倍

ヒノキ

30倍

ヒノキ

柾 目面

柾 目面

板 目面

200布雪 板 目面

第Ⅳ章 自然科 学分析

板 目面柾 目面

イ97



樹種鑑定報告書

木口面

No 123 板材

木口面

随 124 カロエ棒

木口面

No 159 漆器椀

30倍

ケヤキ

柾 目面

柾目面

板 目面

孝,ど

柾 目面 100倍   板 目面


