
総合研究大学院大学

第13回 学術講演会

2010年11月3日



地下に真実，地にロマ
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立岩遺跡 34号甕棺の男性人骨と貝輪の装着状態と鉄戈



立岩遺跡は福岡県
飯塚市にあります



立岩遺跡

麻生元首相の実家



東京駅で売っている銘
菓「ひよ子」の本店は
飯塚市にあります。



もう一つ有名なものがこれです。

ボタ山（ぼたやま）とは石炭や亜炭の採掘に伴い発生する捨石
（ボタ）の集積場である。ぼた山と平仮名表記をすることもあ
る。漢字では硬山と書く。ズリ山の一種で、主に石炭産業が栄
えた北海道、常磐、九州北部等で見ることができる。過去の産
業遺産ともいえる。



















10号甕棺内の副葬状態
鏡，銅矛，鉄剣，鉄鉇（やりがんな）など



10号甕棺
高117㎝





連弧文「日有喜」銘鏡 10号甕棺内出土 径15.6㎝
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1963年 高校3年生の夏



V.G.チャイルド著
近藤義郎・木村祀子訳

考古学とは何か
岩波新書 703

考古学研究者の任務は，時代と社会環境の産物
であるわれわれ人類，そのわれわれのすむ人類社
会の形成過程を調査し復原することにある。

すべて考古学的資料は,人間の思想や目的の表
現体であるから，そこから思想や目的がひきださ
れてはじめて価値を生じる。

考古学が切手集めや絵画蒐集とちがうのは，まさにこの点である。
切手や絵画はそれ自体が価値をもつのに対して，考古学的資料は，
それが制作者や使用者の思想や生活様式を物語る場合にだけ価値を
もつのである。



9,511

67,341,416,000

6,185

埋蔵文化財発掘調査届出等件数

発掘調査費用

埋蔵文化財専門職員数

2008
年度

奈良文化財研究所「埋蔵文化財ニュース141」より



調査の期間 ………………………… 約500日

調査員の延べ人数 …………… 約10,000人日

整理に要した延べ人数 ……… 約10,000人日

出土土器の量 完形品 ……… 約5,000個体

破 片 ……………………………… 約5万箱

出土石器の数 ………………… 約100,000点

作成した実測図の枚数 ………… 約5,000枚

スライド・写真の数 …………… 約20,000枚

数字で見る三内丸山遺跡

1992～95年度の発掘調査より



なんとかしてくれー！！



コンピュータの発達

情報処理技術の発達

新しい研究手法

便利な道具，研究の道具と

し て の コ ン ピ ュ ー タ 利 用

考 古 学考 古 学考 古 学データベース



データベースとは何かデータベースとは何か

データベース：広義には組織的に集められたデータのことを，狭義

にはデータベースシステムが扱うデータのことをいう。

データベースシステム：情報という資源の有効利用を

めざす情報集約型システムの総称。データベースシステム

はデータベースとデータベース管理システム（Database 

Management System：DBMSと略称）で構成され，通常は計

算機システム上に構築される。

岩波情報科学事典では

さまざまな利用に適用できるように電子化され，一元

的にコンピュータで管理されているデータのあつまり。



貝塚遺跡は縄文時代を中心に，日本全国に広く分布しており，

当時の社会（とくに食生活）・文化・自然環境などを復元する

ための有用な情報を与えてくれる。公開を前提として，構築作

業が進められており，現在までに収集されている貝塚遺跡の数

は約5,000に達している。収録されている項目は，遺跡名（読み

を含む），所在地，時代，遺構種別（住居跡などの有無），土

器編年，参考文献，緯度・経度の位置情報，出土遺物（貝類，

節足類，棘皮類，魚類，両生類，爬虫類，鳥類，哺乳類，人骨，

植物，その他の11に分類）などである。

貝塚遺跡データベース貝塚遺跡データベース



発掘調査報告書





データシートの作成







「カキ」という名前の貝は辞書にない！









「イノシシ」縄文時代



「イノシシ」弥生時代



「イノシシ」古墳時代



●エゾシカ

●シカ



縄文海進（じょうもんかいしん）

縄文時代に日本で発生した海水面の上昇のことである。

海面が今より3～5メートル高かったと言われ、縄文時代前

期の約6,000年前にピークを迎えたとされている。日本列島

の海に面した平野部は深くまで海が入り込んでおり、気候

は現在より温暖・湿潤で年平均で1～2℃気温が高かった。

縄文海進は、貝塚の存在から提唱されたものである。海

岸線付近に多数あるはずの貝塚が、内陸部で発見されたこ

とから海進説が唱えられた。当初は、日本で活発に起きて

いる火山噴火や地震による沈降説も唱えられたが、その後、

海水面の上昇が世界的に発生していたことが確認され裏付

けられた。



貝塚遺跡から見つかっている貝の種類は2132種類

日本近海産貝類図鑑（東海大学出版会，2000年）には
約5000種類の貝が掲載されている。



貝の生息域を調べた



暖かい海で捕れる貝のグループと寒い海で捕れる
貝のグループに分けて分析



「サルボウガイ」の出土分布

東京湾から有明海，沿海州南部から
韓国，黄海，南シナ海。
潮下帯上部から水深20mの砂泥底。



「ホタテガイ」の出土分布

東北からオホーツク海。
水深10～30mの砂底。
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サルボウ，オキシジミ，ハイガイを合わせた分布

縄文海進の頃の房総沖に対応する境界線

グループAは，大部分の生息域の北限が房総沖，ある

いはそれより南となっているが，温暖化が進む間その

境界線は，図のようにだいたい仙台湾から三陸沖まで

北上していたと考えられる。逆に，グループBは温暖

化から寒冷化が進むにつれ，その境界線は南下してき

たと判断できる。その結果，それぞれの北限，南限を

超えた分布が増減してきた状況が観察されることにな

る。



吉野ヶ里遺跡





実際に発見されている遺跡実際に発見されている遺跡

まだ発見されていない遺跡まだ発見されていない遺跡

消滅してしまい，痕跡さえ発見できない遺跡消滅してしまい，痕跡さえ発見できない遺跡

ど
う
す
れ
ば

こ
れ
ら
の
遺

跡
が
分
か
る

の
だ
！

Simulation!



シミュレーションとは

simulatesimulate

simulationsimulation
①ふり〔まね〕をすること。

②〔生物〕擬態

③模擬実験。シミュレーション。

①………を装う，………のまねをする。

②………をまねる。〔生物〕………に擬態する。



広辞苑（第3版）より

物理的・生態的・社会的等のシステムの挙動を，こ

れとほぼ同じ法則に支配される他のシステムまたは

電子計算機の挙動によって模擬すること。例えば，

経済現象を計算機によって模擬すること。

シミュレーションシミュレーション

シミュレーターシミュレーター
シミュレーションをするための装置。電子計算機を用
いる場合には，そのためのプログラムを指すことが
ある。模擬装置。



ある地方の人口・産業・都市などに関するいろいろなデー

タをもとにモデルをつくり，そのモデルに従うと5年先，

10年先のその地方の発展状態・経済がどうなるかを予測す

るためにシミュレーションという手法が利用されている。

また，土石流による山崩れ現象や分子構造を，ディスプレ

イ上に図示して見せるというのも一種のシミュレーション

である。いずれにせよ，これまでのコンピュータによるシ

ミュレーションは，現実にはなかなかできないこと，不可

能なこと，あるいは未来のことを，コンピュータという機

械を使って再現，予測する手法ということができる。



ところが，考古学におけるシミュレーションは，

過去のある事象をこれまでに得られている考

古学知見をもとに，コンピュータを利用して再

現しようとするものである。



これまで考古学におけるシミュレーション研究例は非常に

少ないが，その理由としては次のようなことが考えられる。

シミュレーションは，まず最初に適切なモデルを組み立てる，

すなわちモデルを先行させるトップダウン的な研究手法であ

る。ところが，これまでの考古学においては既存のデータや

知見を積み重ね，それらをもとに現象を分析していくという

ボトムアップ的手法が主流であるため，トップダウン的手法

になかなかなじめないところがある。しかし，実現が難しい，

不可能な事象を模倣するという，シミュレーションの本来の

目的からいって，この研究手法は考古学の分野で今後より広

く活用できる手法といえる。



デ ー タ ベ ー ス の 構 築

メ ッ シ ュ フ ァ イ ル の 作 成

メ ッ シ ュ フ ァ イ ル の 分 析

モ デ ル の 構 築

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 実 行

結 果 の 分 析 と 解 釈

遺跡データベース

国土数値情報データベース

遺
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佐賀県の時代別遺跡数

縄文時代のみの遺跡 1391
弥生時代のみの遺跡 384
古墳時代のみの遺跡 666

縄文時代を含む遺跡 1914
弥生時代を含む遺跡 750
古墳時代を含む遺跡 1449

古代の遺跡 488
中世の遺跡 1078



国土数値情報とは，地理的情報の数値化，すな

わち地図に表現されている内容を数値や符号に変

換したもので，座標データは地域メッシュコード

で表現されている。この国土数値情報データベー

スは，1974年度より国土地理院によってその作成

作業が進められており，これまでに百種類以上の

データベースが作成されている。

国土数値情報データベース



1)自然環境：海岸線位置，湖沼位置，流路位置，標高データ，

谷密度，傾斜度，地質・地形・土壌分類等

2)土地利用：土地利用面積，土地利用データ等

3)行政界：行政界位置，行政区面積等

4)名称：島台帳，河川台帳，湖沼台帳，行政台帳等

5)文化財：文化財散布度，文化財図葉台帳，文化 財位置等

考古学に利用できる国土数値情報データベース
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各メッシュにそれぞれのメッ

シュにおける標高，傾斜度，地

形などのデータを国土数値情報

データベースから取り込む。ま

た，遺跡データベースからは，

それぞれのメッシュ内に位置す

る遺跡の数（時代別）を取り込

む。

メッシュファイルの作成

標高:123.5m

傾斜度：11.2度

地形：山地緩斜面

縄文時代：3

弥生時代：5

古墳時代：1
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平均標高

縄文時代 91.1m

弥生時代 24.7m
古墳時代 35.0m



縄文時代

弥生時代

古墳時代
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縄文対弥生・古墳の差を際だたせているのは「標高」であ

る。図からも分かるように，縄文の平均標高は91.1mである

のに対して，弥生は24.7m，古墳は35.0mとなっている。また，

縄文は低地から高地まで幅広く分布しているのに，弥生は

20m以下の所に65%以上が集中していることが分かる。傾斜度

からも時代の差が非常にはっきりと出ていることが読み取れ

る。弥生は50%以上が5度以下であるのに，縄文は逆に75%以

上が10度以上の傾斜地に発見されている。古墳時代の遺跡が

25度以下に均等に近く分布しているのは平野部の住居址遺跡

や前方後円墳等山間部に発見される遺跡等が混在しているこ

とによると推測できる。



モ デ ル の 構 築

自 然 環 境 モ デ ル （ N モ デ ル ）

各メッシュの自然環境（標高，傾斜度，地形等）を変数として，遺跡
期待指数を計算するモデル。

遺 跡 環 境 モ デ ル （ S モ デ ル ）

自然環境モデルから得られた遺跡期待指数をもとにして「それぞれの
遺跡期待指数を，一つのメッシュに隣接する8個のメッシュの状態
（例えば，プラスの遺跡期待指数のメッシュがいくつあるかというよ
うなこと）によって，そのメッシュの遺跡期待指数を増減させる

遺跡期待指数：いくつの遺跡が存在するかという絶対的な値ではなく，
遺跡が存在する可能性を示す相対的な値。



弥生時代





縄文時代



古墳時代









一大（壱岐）

伊都（糸島半島）

奴（博多湾）

末廬（唐津）

不弥（遠賀川）？

投馬（中津）？

邪馬台国（筑紫平野）？



国 名 クラスター メッシュ
数

戸数 比率
メッシュ

比率
戸数

一大 壱岐 29  3,000 1.0 1.0
末廬 唐津 46 4,000 1.6 1.3
伊都 糸島半島 90 1,000 3.1 0.3
伊都（魏略） 糸島半島 90 10,000 3.1 3.3
奴 博多湾 264 20,000 9.1 6.7
不弥 遠賀川 300 1,000 10.3 0.3
投馬 中津 164 50,000 5.7 16.7
邪馬台 筑紫平野 676 70,000 23.3 23.3

遺跡期待指数によるクラスターと魏志倭人伝の国々の比定



http://aci.soken.ac.jp
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