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１ ． は じ め に
日 本 に ， い つ か ら ウ マ が 存 在 し た か と い う 問 題 に 関 して は ， 食 糧 史 ， 文 化 史 ， 考 古

学 ， 人 類 学 な ど の 諸 問 題 と 絡 んで 様 々 な 議 論 が な さ れ て き た ． 更 新 世 に お け る 古 生 物
学 的 証 拠 で は ， お よ そ ２ 万 年 ～ ３ 万 ５ 千 年 前 の も の と 考 え ら れ る ウ マ の 化 石 が 岩 手 県
か ら わ ず か に 産 出 して い る が ， こ れ ら は そ の 後 日 本 列 島 に 定 着 す る こ と な く 絶 滅 し た
種 の も の と さ れ る ． ま た ， 旧 石 器 人 類 遺 跡 か ら ウ マ の 化 石 が 出 土 し た 例 は な い ． と こ
ろ が， 引 き 続 く 縄 文 時 代 の 貝 塚 か ら は ， 各 地 で ウ マ の 遺 存 体 （ 骨 ） の 出 土 が 報 告 さ れ ，
こ れ を 根 拠 と して 縄 文 時 代 に （ 大 陸 か ら 移 入 さ れ た ？ ） ウ マ が 存 在 して い た こ と を 認
め る 立 場 が あ る ． ま た ， そ れ ら の 出 土 資 料 を 基 に ， 日 本 に お け る ウ マ の 起 源 や 系 統 に
関 す る 研 究 を 進 め た も の は 多 く ， さ ら に ， 骨 の 計 測 に よ Ｊ 日 本 の 在 来 馬 の 形 態 変 化 や，
家 畜 と しての 役 割 な ど ウ マ と ヒ ト と の 関 わ り に つ いて 論 じ て い る も の も あ る ．
し か し ， こ の よ う な 論 の 基 と な っ た ウ マ 骨 資 料 は ， 必 ず し も 組 織 的 学 術 調 査 に よ っ

て 発 掘 さ れ た も の ば か り で は な く ， 表 面 採 集 さ れ た 資 料 や， 考 古 学 の 非 専 門 家 に よ る
発 掘 資 料 な ど ， 正 確 な 出 土 層 準 が 不 明 で あ り ， 確 実 に 縄 文 時 代 の 文 化 層 か ら 出 土 し た
も の で あ る か ど う か に 疑 問 が 持 た れ る も の も 少 な く な い ． ま た ， 人 類 に は 埋 葬 と い う
長 い 習 慣 が あ り ， そ の 可 能 性 に つ いて も 吟 味 さ れ な け れ ば な ら な い ．
近 年 で は 精 度 の 高 い 大 規 模 な 発 掘 調 査 の 数 が 著 し く 増 加 して い る が， そ れ に 反 して ，

確 実 に 縄 文 時 代 の 文 化 層 か ら ウ マ 遺 存 体 の 出 土 す る 例 が 逆 に 見 ら れ な く な る と い う 傾
向 が 指 摘 さ れ て い る ． ま た ， 後 世 に お い て 縄 文 時 代 の 貝 層 に 混 入 し た ウ マ の 骨 の 存 在
が ， 自 然 科 学 的 分 析 に よ っ て 明 ら か に さ れ た 事 例 も あ る ． こ れ ら は ， 従 来 の ウ マ の 出
土 の 記 録 の 中 に 疑 わ し い も の が 含 ま れて い る 公 算 の 大 き い こ と を 示 唆 して い る ． こ の
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他 ， 遺 伝 学 的 調 査 や 文 化 的 見 地 か ら も ， 縄 文 時 代 か ら 始 ま る 日 本 の ウ マ の 歴 史 ・ 系 統
論 に 対 して 疑 問 が 投 げ か け ら れて い る ．
このように，現在は「縄文馬」の信憑性が問われている状況にある．しかしながら，

縄 文 時 代 に お け る ウ マ の 存 在 を 肯 定 的 に 見 る 学 者 も 依 然 少 な く な い （ 以 上 の 文 献 に つ
いては，近藤ほか，１１３９１，１９９２；近藤，１９９３参照）．
縄 文 時 代 に お け る ウ マ の 存 否 に 関 す る 問 題 の 決 着 を 図 る に は ， 具 体 的 な 骨 資 料 に つ

い て ， ま ず そ の 古 さ を 検 証 す る こ と が 研 究 の 基 盤 と して 不 可 欠 で あ る ． そ こ で 筆 者 ら
は ， 実 際 に 縄 文 貝 塚 か ら 出 土 し た ウ マ 遺 存 体 の 理 化 学 分 析 に よる 年 代 学 的 研 究 を 行 い ，
い わ ゆ る 「 縄 文 馬 」 の 帰 属 す る 年 代 に 関 して 実 証 的 な 検 討 を 試 み た ． 成 果 は 順 次 公 表
中（近藤ほか，１９９１，１９９２，ｉｎｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ；近藤，１９９３；松浦・近藤，１９９３）である
の で， 詳 し く はそ れ ら に 譲 り ， こ こ で は 要 旨 の み 述 べ る ．

２ ． 資 料 と 方 法
分 析 資 料 と して ， 縄 文 貝 塚 ９ 遺 跡 か ら 出 土 し た ウ マ の 骨 １ ４ 点 を 入 手 し た （ 表 １ ） ．

そ れ ら は ， 関 東 地 方 千 葉 県 の 大 崎 貝 塚 ， 木 戸 作 遺 跡 ， 余 山 貝 塚 ， 武 田 貝 塚 ， 常 行 院 裏
貝 塚 ， 荒 屋 敷 貝 塚 ， 築 地 台 貝 塚 ， お よ び 九 州 地 方 の 鹿 児 島 県 出 水 貝 塚 と 熊 本 県 黒 橋 貝
塚 か ら 出 土 し た 資 料 で あ る ． こ の う ち ， 余 山 貝 塚 と 出 水 貝 塚 の ウ マ 遺 存 体 は 縄 文 時 代
の 最 も 確 実 な 証 拠 と して 常 に 引 用 さ れ ， 「 縄 文 馬 」 イ 戈 表 例 と な って い る も の で あ る ．
また，荒屋敷貝塚出土の馬の中手骨は，かつて著者のひとり（松浦，１９７６，１９８３）に
よ って 縄 文 時 代 に 遡 る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た が， こ れ に つ いて も 再 検 査 を 試 み た ．

表 １ ． 本 研 究 で 分 析 さ れ た 「 縄 文 馬 」 関 係 資 料 お よ び 年 代 判 定 ・ 測 定 用 元 素

遺跡名 ウマ骨 比較骨資料 フ ッ 素 １４Ｃ

大崎貝塚
木戸作遺跡
余山貝塚

出水貝塚

黒橋貝塚

武田貝塚
常行院裏貝塚
荒屋敷貝塚＊

築地台貝塚＃

中手骨２点
脛 骨 １ 点
下顎骨１点
歯 １ 点
距 骨 １ 点
歯 １ 点
視 骨 １ 点
歯 １ 点
検 骨 １ 点
頭 骨 １ 点
中手骨１点
脛 骨 １ 点
脛 骨 １ 点

・ｒ，・ｓ／シ／ニホンジカ２２点

ニ ホ ン ジ カ １ ０ 点
ニ ホ ン ジ カ ５ 点

イノシＳ・／ニホンシ｀カ１５点

イノシＳ・／ニホンシ’カ１４点

-
-
-
-
-

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
＊＊
＊＊
○

-

-

-

○
-

○

-

-

○

○

○

-

＊

＊＊

＃

松浦（１９７６）が骨中のウラン分析結果を報告している
ウラン分析は骨の相対年代判定に有効である。
松浦（１９８３，未発表）によるフッ素分析値がある。
松浦（１９７８）が骨中のウラン分析結果を報告している

- ５ ０ -



骨 に 適 用 さ れ て い る 絶 対 年 代 測 定 法 ， 相 対 年 代 判 定 法 に は ， 現 在 ， い くつ か の 方 法
が あ る が， こ こ で は 扱 う 年 代 範 囲 ， 「 縄 文 馬 」 資 料 の 希 少 性 ， 比 較 動 物 骨 資 料 の 点 数 ，
採 取 で き る 試 料 の 量 ， 分 析 の 利 便 性 ・ 実 行 性 な ど を 考 慮 して ， フ ッ 素 年 代 判 定 法 （ 松
浦 ， １ ９ ８ ４ ） お よ び 加 速 器 質 量 分 析 計 （ Ａ Ｍ Ｓ ） を 用 い た 放 射 性 炭 素 年 代 測 定 法 （ 中
村・中井，１９８８）を適用した．
各々のウマ骨（表１）をフッ素分析（松浦，１９９１参照）するとともに，大崎貝塚，

木 戸 作 遺 跡 ， 余 山 貝 塚 ， 出 水 貝 塚 ， 黒 橋 貝 塚 に つ い て は ， ウ マ 以 外 の 出 土 哺 乳 動 物 骨
を，それぞれ２２点，１０点，５点，１５点，および１４点のフッ素分析を行った．余山
貝 塚 ， 出 水 貝 塚 ， 武 田 貝 塚 ， 常 行 院 裏 貝 塚 ， 荒 屋 敷 貝 塚 の ウ マ 資 料 ５ 点 に つ い て は ，
骨試料からコラーゲンの抽出を行い（近藤ほか，１９９２参照），ＡＭＳ１４Ｃ年代測定
に供した．

３．結果とコメント
今 回 の 分 析 結 果 と 既 報 の 理 化 学 的 文 献 デ ー タ か ら ， 本 研 究 に お い て 分 析 資 料 と して

扱 っ た 縄 文 貝 塚 ９ 遺 跡 出 土 の ウ マ １ ４ 点 すべ て が ， 縄 文 時 代 の も の で は な い と 判 断 さ
れ ， 後 世 に お い て 貝 塚 内 へ 混 入 し た も の で あ る こ と が 示 唆 さ れ た ． ５ 点 の ウ マ の 骨 の
１４Ｃ年代値は，中世あるいは近世の範囲であった．

ま た ， 今 回 の 理 化 学 的 研 究 の 対 象 に で き な か っ た ウ マ 資 料 に 関 して も ， そ れ ら が 後
世 に 縄 文 貝 塚 へ 混 入 し た も の で あ る 可 能 性 は 大 き く ， 現 時 点 に お い て は ， 「 縄 文 馬 」
が 存 在 して い た こ と を 示 す 証 拠 と な る 骨 資 料 は 確 認 さ れ な い ． こ れ は ， わ が 国 に お い
て 縄 文 時 代 に ウ マ は 存 在 して い な か っ た 蓋 然 性 が 高 い こ と を も 推 察 さ せ る も の で あ っ
た．
３ 世 紀 の 日 本 の 姿 を 伝 え た 『 魏 志 倭 人 伝 』 に は 「 牛 馬 な し 」 と い う 記 載 が あ り ， こ

れ に 対 し ， 縄 文 貝 塚 か ら 出 土 す る ウ マ 遺 存 体 の 存 在 を 反 証 と して 挙 げ， 『 魏 志 倭 人 伝 』
の 文 献 と して の 信 頼 性 に 疑 問 を 投 げ か け る 向 き も あ っ た が ， 今 回 の 結 果 は そ の 疑 問 を
支 持 し な か っ た ． 本 研 究 は ， 今 後 ， 日 本 に お け る 家 畜 の 起 源 ・ 系 統 や， 日 本 人 の 生 活
史 に 関 す る 各 分 野 の 研 究 に 有 意 義 な デ ー タ を 与 える こ と と な ろ う ．
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