
₁．铁甲堆积出土情况

ⅠM₁₇位于喇嘛洞墓地东区中部偏北处，₁₉₉₆年₆月₁₃日开始发掘。该墓为长方形土圹

竖穴木棺墓，墓圹长₅．₂、宽₄、深₄．₈米，是整个墓地中规模最大的一座墓葬，与其东侧的

随葬甲骑具装的大墓ⅠM₅相距不足₁₀米。墓圹内共有两层二层台，距地表分别为₁．₁和₃．₅

米，填土为五花土和石块。原木棺长₃．₆、宽₁．₃、存高₀．₉米，墓向₅₃°。人骨似为成年男性，

葬式为单人仰身直肢葬，头向东北，面向上（图一）。

该墓铁甲堆积是在₇月₄日的发掘过程中发现的，随葬位置与ⅠM₅相同，即位于棺内

墓主人足下，出土编号为₉₆BLⅠM₁₇ : ₂₁。在堆积的表层上散布有诸多马具铜饰件，如铜

缀泡套管摇叶等。₈月₄日用套箱法打包起出封存。

与该铁甲堆积伴出的随葬器物多达₂₃₀多件，较为重要者有铁剑、铁环首刀、铁矛、铁

带扣、铜 、铜魁、铜鎏金人面饰以及金耳坠等，反映出该铁甲堆积的拥有者同随葬有大量

铜铁器物的ⅠM₅的墓主人一样，在当时的鲜卑社会和军事集团中享有较高的身份和地位［１］。

₂．室内清理过程

₂₀₀₈年₅月下旬，在白荣金先生的具体指导下，我们开始对ⅠM₁₇铁甲堆积进行室内清

理。全部铁甲堆积被存放在长₁₁₂、宽₁₀₈、高₃₀厘米左右的套箱内，分布范围约₉₀平方厘米，

堆积厚度₁₈厘米左右。其四周边缘附近规格较大的甲片保存较好，但多数已散乱，中部甲片

除了锈结成的残块之外，大多残碎严重，几乎看不出任何有序排列的迹象（图二）。兜鍪原位

于堆积的东南部，虽已残破解体，但多为易于修复的较大的残片，已先行起出作了复原（下详）。

室内清理的首要工作是对堆积中的甲片的科学提取。同以前经过室内清理的ⅠM₅铁甲

堆积比较，ⅠM₁₇的铁甲堆积范围和厚度与前者虽大致相仿，但铁甲片的残损破碎程度较前

者更甚，甲片拼对和整体复原的难度也相对较大［₂］。有鉴于此，在借鉴以往室内清理的经

验的同时，对甲片提取过程中的某些操作步骤作了进一步的细化，主要是在铁甲堆积的轮廓

图上标明提取的各组甲片所在的部位，以便于考察各组甲片之间的横向位置关系和纵向叠压

关系。

此次清理确定和依循的基本原则为分区定位、分组编号、确定范围、逐层提取。其基本

工作流程为 :
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全景

0 100 厘米

平面图

图一　喇嘛洞ⅠM17全景与平面图
₁、₂．漆盘　₃．陶展沿壶　₄、₆．铁矛　₅．不详　₇．铁环首器　₈．铅钗　₉．金耳坠　₁₀．铜鎏金鹿形饰、铜鎏金片？

₁₁．铜鉴金鹿首饰　₁₂．铁环首刀　₁₃．铁剑　₁₄．铜 　₁₅．铜甑　₁₆．铜魁　₁₇．铜 　₁₈．铁犁镜　₁₉．铁斧
₂₀、₂₁．铜箍、铜 “工” 字形片、铜鎏圆形片？铜鎏金缀泡套管摇叶　₂₂．铜鎏金人面饰　₂₃︲l．铁兜鍪　₂₃︲2．铁马胄（铁甲下）

₂₃-3．铁甲堆积　₂₄．铜鎏金缀泡套管摇叶　₂₅．铜鎏金翼形片　₂₆．铜鎏金 尾　₂₇．铜带扣　₂₈．铜鎏金长方形器
₂₉．铜鎏金圭形摇叶　₃₀．鎏金嵌木大铜泡　₃₁、₃₂．陶小口罐　₃₃．铜条形片、铜圭形片、铜圆形片、铜四叶形镂空缀摇叶

₃₄．铜泡、铜 “工” 字形片　₃₅．．铜带扣、铜 “工” 字形片？　₃₆．铜带扣　₃₇．铁、铜带扣　₃₈．铜环？铁镞
₃₉．铁摇叶？铅带扣　₄₀．铁履钉？　４l．铁带 ？铜 “工” 字形泡？　₄₂．铜鎏金圭形摇叶？铜鎏金缀泡套摇叶？铁条状器？

₄₃．铁凿？铜鎏金翼形片？　₄₄．不详　₄₅．铁削？（带 “？” 者均为出土位置不详）
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0 20 厘米

图二　ⅠM17铁甲堆积
₁．套箱内的铁甲堆积原貌　₂．铁甲堆积分区平面图

以套箱的四个边框为基准，量定分区网格→分组（Ａ、Ｂ、Ｃ…）贴号（流水号₁、₂、

₃…）→数码相机水平拍照（放上比例尺）→打印黑白图像（A₄纸）→上机建档（每天设一个文件

夹，标明日期，将当日拍的照片存入并编号）→黑白图像核对并划定提取范围→填写提取登记表

→标注提取部位示意图→典型甲片（块）的筛选、拼对及土锈清除→拍照（或扫描）、绘图→甲

片的连缀形式、编排结构的考察→甲片的纸板仿制与连缀→复原报告的编写。

在清理过程中，对将要提取的每一组甲片，都要绘制两张图和填写三张表格，即《各组

甲片排列、分布平面图》（以打印的黑白图像为依据）、《各组甲片提取部位示意图》（实测手

绘）、＂甲片提取登记表＂、＂典型甲片（块）登记表＂（包括序号、提取时间、区间、组号、片号、

重量、面向、叠压、保存状况、提取范围、图号、照像号、备注）和＂甲片提取拍摄记录表＂，以

便尽可能多地发现并保存铁甲堆积的原始信息。

₃．甲片分型

根据编号，在ⅠM₁₇铁甲堆积的清理过程中，提取各类甲片共₂₂₃₃片（绝大多数为残片），

₁₀₄组。从这些甲片的基本形制来看，可将其分为圆首片（即上圆下方形片）、方首片（即长方

形片）和异形片三类。综合考察其片形、片孔和规格差异，参照ⅠM₅甲片形制划分，可将这

三类甲片分为十七型。其中圆首片分十二型，方首片分为三型，异形片分为二型，诸型片孔

一般为₇︲₁₅个。单片规格和重量差别较大，小型片宽和长为₃︲₅厘米左右，大型片可达

₃．₅︲₁₇厘米以上 ; 最轻者₅．₅克，最重者达₆₆．₂克。甲片分型情况可参见图三和表一。
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₄．相关遗物

与ⅠM₁₇铁甲堆积共存的其他相关遗物共₁₇件。其中铁兜鍪已于此次清理之前先行起出

修复，余者则是在清理过程中陆续发现的。

ａ．兜鍪₁件
ⅠM₁₇ : ₂₁︲₁　残，已修复，后详。

ｂ．马胄₁件
马胄 : ⅠM₁₇ : ₂₁︲₂　已破碎成₁₀₀多片，后详。

ｃ．带扣共₉件　皆锻制。可分两种 : 一种计₈件，形制相同。多为＂Ｕ＂形圆柱

体（个别似为四棱体）扣环，扣环两端扁平处穿孔贯轴并串联扣舌。

X₁₁₇₁₂　扣环和横轴均残，扣舌残失。扣环残长₃．₁、宽约₂．₉、截面直径₀．₆厘米左右

（图四，₅）。

L₁₀₄　残。扣环残长₂．₆、宽₃．₁、扣舌残长₂．₁、截面直径约₀．₇厘米（图四，₈）。

s₇₆₃　扣舌残。扣环有粘连。扣环残长₃．₄、宽约₃．₄、截面直径₀．₇、扣舌残长₂．₁厘米

（图四，３）。

j ₅₅₅　扣舌残失。锻制。扣环长₃．₇、宽₂．₅、截面直径₀．₆厘米（图四，₂）。

ⅠM₁₇ : ₂₁︲₀₁　基本完整。扣环残长₃．₂、宽约₂．₆、扣舌长₃．₁、截面直径₀．₆厘米左

右（图四，９）。

o₁₂₀₇₈+₁　扣环残，近四棱体其一端尚存残轴。扣环残长₃．₁、宽约₂．₃、截面和宽₀．₇

厘米左右（图四，₄）。

s₇₉₀　断为三段，扣舌残脱。扣环残长₃．₉、宽不详、截面直径约₀．₆、扣舌残长₃．₃厘

米（图四，₆）。

y₉₄₃　扣舌残失，折页锈残严重。铜制＂Ｕ＂形圆柱体扣环，铁制折页。扣环残长

₂．₇、宽约₂．₄─₂．₈、截面直径₀．₃厘米（图四，₇）。

另一种仅１件。残。个体较大。

e₁₁₈₈₃　扣环一端和折页均残，两面有残片粘连。锻制。＂Ｕ＂形四棱体扣环，扣环两

端略宽扁并各对穿二孔，在对应的二孔内再分别插装＂Ｔ＂形圆柱体扣舌和横轴，横轴串联

折页。扣环残长₆．₇、宽约₄．₁、扣舌长₅．₃、截面直径₀．₇厘米左右（图四，₁）。

ｄ．带 　₂件
d₁₁₈₇₄　板、环均残。锻制。圆形□板正面有铆钉痕，背面有黄褐色皮革痕，一侧残鼻

衔环。直径₃．₁︲₃．₃、厚₀．₂厘米左右 ; 鼻残长₀．₅、宽₀．₄︲₀．₇厘米（图四，₁₀）。

D₁₁₁₄₈　 环残失。锻制。圆形 板正面有三个铆钉，一侧有残鼻。直径₃．₁、厚₀．₃厘米

左右（图四，₁₁）。
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ｅ．屣钉₂件
a₃₇₀　锈蚀严重，二齿残失。锻制。仅存扁四棱体环，环上残存一齿。环残长₇．₁、宽

₆．₉、截面宽₁．₂︲₁．₈、均厚₀．₈厘米左右 ; 齿钉残高₃．₆、截面直径₁．₂厘米（图四，₁₄）。

Z₃₅₈　锈蚀严重，环残。锻制。扁四棱体环上直立三个圆柱体齿钉。环长₆．₆、宽₅．₆、

截面均宽₁．₅、厚₀．₈厘米左右 ; 齿钉均高₃．₅、截面直径₀．₈厘米左右（图四，₁₃）。

序号 编号 型别 规格（厘米）长×宽（宽）—厚 孔数 重量 保存状况 片形 备注

１ z1017 Ｉa 4.2×2.8－0.2 ７ 5.5 完整 圆首

２ z1061 Ｉb 5.5×2.7－0.2 ７ 8.4 完整 圆首

３ z965+１ IIa 5.2×2.6－0.2 ７ 7.1 完整 圆首

４ m11995 IIb 4.5×2.5－0.2 ８ 5.7 完整 圆首

５ k551 IIIa 6.9×3.9－0.2 ９ 14.9 完整 圆首

６ B９ IIIb 5.9×4.2－0.3 ８ ？ 完整 圆首 有残片粘连

７ P11414 IV 8.7×（2.8－3.1）－0.3 ７ 21.1 残 圆首

８ M11367 Ｖ 9.6×（2.9－3.5）－0.2 ８ 24.5 完整 圆首 有残片粘连

９ W11610 VI 10.2×（2.0－2.8）－0.3 ７ 19.5 略残 圆首

10 Y11711 VII 9.1×1.9－0.3 15 ？ 完整 圆首 无单片

11 J72 VIII 10.1×2.6－0.2 12 16.5 完整 圆首

12 T11512 IX 11.1×3.4－0.2 11 26.1 残 圆首

13 c11819 X 15.9×（3.2－4.3）－0.4 12？ 66.2 完整 圆首

14 E27 XII 14.3×2.5－0.3 11 ？ 残 圆首 无单片

15 y12291 XII 17.6×3.5－0.3 ？ ？ 残 圆首 无单片

16 d470 XIIIa 9.4×2.9－0.2 ９ 22.9 完整 方首 有残片粘连

17 n1245 XIIIb 9.6×（2.3－2.6）－0.2 11 15.8 残 方首

18 I1275 XIV 9.8×3.9－0.2 ８ 24.4 残 方首

19 W11544 XVa 10.7×3.3-0.3 ８ 28.2 完整 方首

20 y954 XVb 11×（3.0－3.8）－0.2 ９ 29.2 略残 方首

21 y955 XVc 11.4×（3.0－3.6）－0.3 11 29.9 残 方首

22 t12182 XVd 11.1×3.9－0.3 13？ 33.1 残 方首

23 K89 XVI 11×3.5－0.3 ９？ 30.5 完整 异形 有残片粘连

24 d11868 XVII 7.9×（2.4－2.8）－0.2 ３？ 10.9 残 异形

表一　ⅠM17典型甲片分型简表
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ｆ．镞₂件
编号分别为b₃₇₄和v' ₃₁₀。其中１件较完整，为凿式，窄平刃，铤作锥状，有朽木痕，

长₁₁．₃、刃宽₁．₅、均厚₀．₈厘米左右 ; 另件两端均残，残长₁₁．₅、宽₀．₈︲₁．₄厘米（图四，

₁₂、₁₅）。

0 5 厘米

1

2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12

13 14 15

图四　其他伴出器物
₁︲₅．带扣（e₁₁₈₈₃、j₅₅₅、s₇₆₃、o。₂₀₇₈+₁、x₁₁₇₁₂）　₆︲₉．带扣（s₇₉₀、y₉₄₃、L₁₀₄、 I M₁₇：₂₁︲₁）

₁₀、₁₁．带 （d₁₁₈₇₄、D₁₁₁₄₈）　₁₂、₁₅．镞（b₃₇₄.V' ₃₁₀）　₁₄、₁₃．屣钉（Z₃₅₈、a₃₇₀）
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₅．讨论

（₁）甲片的分组与分布
在ⅠM₁₇铁甲堆积的清理过程中，我们按照编号顺序，将₂₂₃₃片甲片分为₁₀₄个组，每

组分别以大写和小写的₂₆个英文字母按序表示。其中前₅₂组分别标为Ａ、Ｂ、Ｃ组和ａ、

ｂ、ｃ等组 ; 后₅₂组标为A₁、B₁、C₁和a₁、b₁、c₁等组，个别情况下则在字母的右上方加注

一撇，诸如k' 、Y' 等。除了残损过甚和清理中未见的₇组甲片之外，其余₉₇组甲片简况如

图五、六、七和表二所示。由该图和该表可知 :

在圆首片中，数量较多者有Ⅰ型（包括Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰd诸亚型）甲片，即片型较小的鱼

鳞片，主要见于一至四区和六区中的p、v、z︲z' 、K₁、L₁、S₁，a₁等组（表二，₃₈、₄₄、₄₈、

₅₇、₅₈、₆₄、₇₂）; VII型甲片主要见于五、八区的X₁组（表二，₆₉）; VIII型甲片主要见于一、

二、四、五、六、八区中的Ｉ、Ｊ、Ｑ、Ｘ、Y︲Y' 、R₁、W₁、Z₁、r₁、z₁等组（表二，₉、

₁₀、₁₇、₂₃、₂₄、₆₃、₆₈、₇₁、₈₉、₉₇）。

在方首片中，数量较多者有XIII型（包括XIIIa、XIIIb）甲片，主要见于四、五、七、八

区中的Ｃ、Ｔ、ｃ、k︲k' 、n︲n' ｏ、Y₁等组 ; XV型（包括XVa、XVb、XVc、XVd）甲片主要见于

一至四区中的M、F₁、o₁、v₁、x₁等组。可见，从分布情况来看，主要集中在一、二、四、

五和八区内。

在表二所列₉₇组甲片中，片型单一且每组甲片在₃₀片以上（以甲片编号为准，下同）者共

有₇组，即Y︲Y' 组（八、九区，₄₃片，VIII型）、k︲k' 组（四、七区，₇₇片，XIIIb型）、p组（六

区，₃₀片，Ⅰb型）、z组（四区，₈₄片，Ⅰ型）、I₁组（五、八区，₁₁₃片，XIV型）、S₁组（一、二区，

₃₆片，Ⅰb型）、X₁组（五、八区，₉₆片，VII型）（表二，₂₄、₃₃、₃₈、₄₈、₅₆、₆₅、₇₀栏）。可见，

从片型来看，以属于圆首片的I、VII、VIII型和属于方首片的XIIIb、XIV型为多。

含两种以上片型且每组甲片在₃₀片以上者，除了C₁组（₃₅片，片型不详）、e₁组和k₁组（各

₃₀片，片型皆未定）之外，共有₈组，即Ｔ组（四区，₃₈片，XIIIa、XVI?型）、q组（六区，₄₈片，Ⅰ

b?、II型）、s组（二、三区，₄₆片，XVI型和其他片型未定片）、v︲v' 组（四区，₄₈片，Ia、XIIIb?

型）、R₁组（二、三区，₃₆片，VIII、XVb?、XVI?型）、W₁组（四、五区，₆₃片，VI、VII、VIII

型）、s₁组（一、二区，₃₃片，VIII型、XVI）、w₁组（一、二区，₃₃片，VI？、VIII型）（表二，₁₉、

₃₉、₄₁、₄₄、₆₃、₆₈、₉₀、₉₄栏）。综而观之，这₈组甲片主要分布在一至四区，片型以VIII

型甲片为最多。

需要说明的是，在对甲片进行分组编号提取的过程中，为便于整理，应尽量以片形相同

的甲片为一组。至于造成一组甲片含有多种片型的原因，除了甲衣的某一局部单元可能由两

种以上片型的甲片连缀而成之外，还由于甲片锈残严重、片型难辨和夹带粘连的缘故。

以上由表二所列各组甲片（块）的标本，除了片首残缺者之外，其他如图版一至图版四所示。
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

１
A

七
１
-
７

７
长
10
.5

宽
6.
5

块
1-

7
Ib

　
圆
首

８
７

┴
右
压
左

３
片
较
完
整

图
十
三
，
１

两
面
有
包
边

痕
和
连
缀
痕

无

２
B

七
８
-
10

３
长
６

宽
5.
5

块
8-

10
II

　
圆
首

８
３

┴
右
压
左

１
片
较
完
整

略
　

无

３
C

七
11
-
22

12
长
16

宽
９

片 块
14

19
-
22

XI
II
a

13
.6

方
首

方
首

８ ８
１ ４

┴ ┬
右
压
左

少
半
残

２
片
较
完
整

图
九
，
１

　
未
见
　

４
D

四
23
-
25

３
长
8.
5

宽
５

块
23
-
25

XI
II
b

　
方
首

?
３

┬
右
压
左

２
片
较
完
整

图
九
，
２

　
无

５
E

四
，
五

26
-
38

13
长
17

宽
７
-
12

块 块
26
-
33

34
-
38

XI
XI
II
a

　
圆
首

方
首

12
?

８
?

８ ５
┬ ┬

右
压
左

右
压
左

４
片
较
完
整

无
完
整
片

图
十
三
，
４

无
单
片
，
背

面
有
连
缀
痕

无

６
F

五
39
-
47

９
长
10

宽
６

块
39
-
44

VI
II

　
圆
首

12
?

６
┴

右
压
左

少
半
残

图
十
三
，
２

两
面
有
连
缀

痕
未
见
　

７
G

四
48
-
57

10
长
16

宽
15

块 块
55
-
56

48
-
50

XI
I

XI
II

　
方
首

圆
首

９
?

12
２ ２

┬ ┴
右
压
左

右
压
左

半
残

１
片
完
整

图
六
，
１

图
九
，
３

55
、
57
号
似

为
１
片

　

８
H

四
58
-
63

７
长
10

宽
９

块
59
-
62

XI
II

　
圆
首

12
?

４
┬

左
压
右

２
片
较
整

图
六
，
２

　
未
见
　

９
I

一
64
-
70

７
长
11

宽
７

块
64
-
69

XI
II

　
圆
首

12
６

┴
右
压
左

３
片
较
完
整

图
六
，
３

两
面
有
连
缀

和
包
边
痕

未
见
　

10
J

一
71
-
82

12
长
14

宽
7-
13

片 块
71

79
-
82

XI
II

XI
II

16
.5

圆
首

圆
首

12
?

１ ４
┬ ┴

右
压
左

完
整

１
片
完
整

图
六
　
　
　

４
　

未
见
　

11
K

一
83
-
10
3

21
长
18
.5

宽
12

片 片 块

89
91
＋
92

10
1-

10
4

XV
I

XV
c

XI
II

30
.5 33

异
形

方
首

圆
首

? 11
? ?

１ １ ４

┴ ┬ ┬

右
压
左

完
整

较
完
整

２
片
较
完
整

图
三
，
23

图
六
，
５

图
九
，
４

底
缘
有
包
边

痕
　

表
二

　
喇

嘛
洞
Ⅰ

M
17

甲
片

起
取

一
览

表
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

12
L

一
10
4-

11
6

13
长
24

宽
11

片 片
10
7

11
2

XV
I ?

16
.5

异
形

狭
長

９ ?
１ １

┬ ┬
　

较
完
整

两
端
残

图
十
一
，
１

10
4号

为
带
扣

二
片

合
一

无
完

整
片

13
M

一
11
7-

13
4

18
长
20

宽
10

块 块
12
3-

12
4

13
0-

13
3

VI
II

XV
b

　
圆
首

方
首

12
?

９
２ ４

┴ ┴
右
压
左

右
压
左

１
片
较
整

２
片
完
整

图
六
，
６

图
九
，
５

边
缘
有
包
边

痕
圆
５

尾
１

14
N

一
13
5-

14
7

13
长
16
.5

宽
13

块
13
5-

13
6

XI
II
a?

　
方
首

９
?

２
　

右
压
左

１
片
完
整

图
九
，
６

13
7、

13
8、

14
0-

14
3为

马
胄
残
片

　

15
O

一
14
8-

15
8

11
长
８

宽
７

片
15
5

VI
II

17
.7

圆
首

12
１

┴
　

较
整

图
六
，
７

有
粘
连

　

16
P

四
15
9-

18
5

17
长
27

宽
14

块
16
8-

16
9

?
　

方
首
?

?
２

┬
右
压
左

片
首
残
失

略
块
底
边
有
包

边
痕

方
４

尾
４

17
Q

四
18
6-

20
1

16
长
18

宽
15

片
18
6

VI
II

14
.1

圆
首

12
?

１
┴

　
完
整

图
六
，
８

　
　

18
R

四
20
2-

20
8

７
长
８

宽
７

片
20
3

XI
II
a?

14
.6

方
首

　
１

┬
　

较
完
整

图
九
，
７

有
粘
连

圆
３

尾
４

19
T

四
21
5-

25
2

38
长
45

宽
5-

24
片 片

21
5

22
6 ＋

22
8

XV
I?

XI
II
a

27
.1

14
.6

异
形
?

方
首

８
?

９
１ １

┴ ┬
　

较
完
整

较
整

图
九
，
8,
９

有
残
片
粘
联

圆
２

尾
２

20
U

四
25
3-

27
1

19
长
20

宽
18

片
25
6＋

26
3

XI
　

圆
首

?
１

┬
　

少
半
残

图
六
，
９

圆
４

尾
１

21
V

四 七
27
2-

31
0

29
长
23

宽
13
.5

长
39

宽
8-

14

块 块
29
1-

29
5

30
5-

30
7

IV
?

XI
II
a?

　
圆
首

方
首

７
? ?

５ ３
┬ ┴

右
压
左

右
压
左

２
片
完
整

较
完
整

图
六
，
10

图
九
，
10

27
2号

为
马
胄

残
片
，
31
0号

镞

圆
２

尾
11

续
表

二
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

22
W

四
31
1-

32
9

19
长
10

宽
17
.4

片
31
9

VI
II

?
圆
首

１
１

┴
　

少
半
残

图
六
，
11

　
圆
６

尾
７

23
X

四
33
0-

34
5

16
长
28

宽
7.
5

片 块
33
0-

33
2

VI
II

　
圆
首

12
３

┬
右
压
左

２
片
完
整

图
六
，
12

34
0号

为
连
销

尾
６

24
Y Y '

八
，
九

41
6-

45
8

43
长
48
.3

宽
６
-
12

片 块
43
8

42
9-

43
5

VI
II

VI
II

18
.3

圆
首

圆
首

12 12
１ ６

┬ ┴
右
压
左

完
整

４
片
完
整

图
六
，
15

图
十
三
，
３

有
皮
革
和
连

缀
痕

方
２

尾
８

25
Z

八
34
6-

36
0

15
长
16
.5

宽
11

片 块
36
0

35
4-

35
5

II
I

XV
I?

　
圆
首

异
形

６
? ?

１ ２
┴ ┴

左
压
右

较
完
整

１
片
完
整

图
六
，
13

图
十
一
，
２

35
8为

号
屣
钉

方
２

尾
２

26
a

八
36
1-

39
2

10
长
17

宽
５

片 块
36
2

36
9-

37
0

XV
I

II
　

异
形

圆
首

　
１ ２

┴
右
压
左

重
残

较
整

图
十
一
，
３

37
0为

号
屣
钉

27
b

九
37
1-

39
2

22
长
45

宽
4-

15
片 块

38
4-

38
6

XV
a?

　
方
首

?
３

┴
左
压
右

２
片
较
完
整

图
九
，
11

有
包
边
和
包

角
痕

方
３

尾
２

37
4

号
为 镞

28
c

八
39
3-

41
5

23
长
18

宽
４

长
13

宽
４

片 块
41
0

XI
II
a

22
.3

方
首

?
１

┴
　

完
整

图
九
，
12

有
残
片
粘
连

方
８

尾
３

29
d

八
，
九

45
9-

48
5

28
长
47

宽
5-

12
片 块

47
0

48
1-

48
2

XI
II
a

XI
II
a?

22
.9 ?

方
首

方
首

９ ９
?

１ ２
┴ ┴

　
完
整

半
残

图
九
，
13

有
粘
连

方
２

尾
４

30
e

九
48
6-

49
0

５
长
８

宽
3-

６
　

　
　

　
圆
首

　
　

　
　

皆
重
残

略
圆

２
尾
１

31
f

五
，
六

49
1-

51
6

22
长
25

宽
3-

13
片 块

54
0

51
0-

51
2

?
VI
II
?

?
狭
長

圆
首

? 12
?

１ ３
┬ ┴

右
压
左

两
端
残

１
片
完
整

略
图
六
，
16

有
连
缀
痕

　

续
表

二
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

32
j

九
54
4-

56
0

17
长
24

宽
4-

26
片 块

55
1

54
5+

54
7

II XV
d?

14
.0

23
.8

圆
首

方
首
?

11 13
?

１ １
┴ ┬

　
完
整

少
半
残

略
有
包
边
痕

55
5

号
为

带
扣

33
k k '

四
，
七

56
1-

63
7

59
+
18

长
12

宽
13

长
48

宽
7-

28

片
61
1

XI
II
b

13
.3

方
首

11
?

１
┴

　
少
半
残

图
九
，
14

　
方
12

尾
19

34
l

五
，
六

66
8-

68
8

21
长
40

宽
11

片 块
66
8-

68
9

?
?

方
首
?

?
　

┴
右
压
左
?

重
残

略
　

方
１

尾
６

35
m

五
73
1-

74
6

16
长
27

宽
５

块
73
2-

73
7

VI
II

　
圆
首

12
?

６
┬

右
压
左

４
片
完
整

图
七
，
４

背
面
有
连
缀
痕

尾
３

36
n-
n'

五
，
八

12
39
-
12
60

22
长
17

宽
10

长
13
.5

宽
8.
5

片 块
12
45

XI
II
b

17
.3

方
首

圆
首

11
?

　
┴

　
残

图
三
，
17

　
圆
３

37
o-
o'

五
，
八

12
11
-
12
38

12
61
-
12
73

28 13
长
15

宽
8-

12
长
36

宽
12

片 片 块

12
35

12
71

12
67
-
12
68

XI
II
b

XI
II
b

XI
V

20
.1

20
.3

方
首

方
首

方
首

11
?

９ ９

１ １ ３

┴ ┴ ┴

右
压
左

较
完
整

较
完
整

２
片
略
残

图
十
，
3,
 

4,
 ５

有
残
片
粘
连

方
２

圆
１

尾
11

38
p

六
，
九

63
8-

66
7

30
长
26

宽
11

片 块
66
0

63
8-

64
1

Ib Ib
9.
1

圆
首

圆
首

７ ７
１ ４

┬ ┬
右
压
左

较
完
整

２
片
完
整

图
七
，
１

图
六
，
17

有
粘
连

有
连
缀
痕

方
２

圆
４

尾
５

39
q

六
68
9-

73
0

48
长
23

宽
7-

17
片 块

72
3

70
7-

70
8

Ib
?

II
　

圆
首

圆
首

? ９
?

? ２
┬ ┬

右
压
左

重
残

１
片
残

图
七
，
3,
 

２
有
包
边
痕

方
１

圆
10

尾
９

40
r

五
，
八

74
7-

76
1

15
长
23

宽
5-

12
片 块

75
9-

76
0

XV
I

　
异
形

?
２

┬
右
压
左
?

少
半
残

图
十
一
，
４

均
为
异
形
片
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

41
s-
s'

二
，
三

76
2-

80
7

46
长
39

宽
4-

13
片 块

76
5-

76
7

76
9-

77
1

80
6-

80
7

? ? XV
I

　
方
首
?

?
异
形

? ? ?

２ ３ ２

┬ ┴ ┴

左
压
右

右
压
左

左
压
右
?

少
半
残

重
残

少
半
残

图
十
一
，
５

76
3、

79
0号

为
带
扣

方
２

42
t

三
80
8-

82
5

18
长
15

宽
12

片
80
8+

80
9

XI
II
a?

?
方
首

?
　

┴
　

半
残

图
九
，
15

二
残
片
合
一

方
１

圆
２

43
u

五
，
六

13
09
-
13
15

７
长
13

宽
5-

9
片 块

13
13

VI
II
?

16
.7

圆
首

12
１

┬
　

较
完
整

图
七
，
13

　
　

44
v v '

四
82
6-

87
5

87
6-

90
9

48
长
41

宽
36

片 块
83
9

88
7-

88
8

Ia
XI
II
b?

6.
2

圆
首

方
首

７ 12
?

１ ２
┴ ┴

右
压
左

完
整

１
片
完
整

图
七
，
５

图
九
，
16

含
马
胄
残

片
，
82
6和

90
8号

为
连
销

方
２

圆
５

尾
10

45
w

一
，
四

91
0-

92
5

16
长
30

宽
3-

10
块 块

92
0-

92
1

92
2-

92
3

XI
II
b

VI
II

　
方
首

圆
首

10
? ?

２ ２
┴ ┬

右
压
左

右
压
左

较
完
整

重
残

图
九
，
17

图
七
，
６

　
方
２

圆
１

尾
１

46
x

一
92
6-

94
2

17
长
25

宽
6-

23
块

93
4-

93
5

?
　

圆
首
?

?
２

┴
左
压
右
?

残
略

93
9号

为
马
胄

残
片

圆
４

尾
４

47
y

四
，
七

94
3-

95
9

17
长
26

宽
5-

12
片 块 片 块

94
8

95
6-

95
7

95
4

95
1-

95
2

Ib V? XV
b

XI
II
b

9.
2

29
.2

圆
首

圆
首

方
首

方
首
?

７ ７ ９ 10
?

１ ２ １ ２

┴ ┴ ┬ ┴

右
压
左

右
压
左

完
整

１
片
完
整

完
整 残

图
七
，
7,
 

８
图
三
，
20

94
4 、

94
5号

为
马
胄
残

片
；
94
3号

为
带
扣

　

48
z

四
96
0-

10
62

84
长
31

宽
12
-
25

片 片 片

10
17

96
5+

1
10
61

Ia Ic Ib

5.
5

7.
1 ?

圆
首

圆
首

圆
首

７ ７ ７

１ １ １

┴ ┴ ┬

　
完
整

完
整

完
整

图
三
，
1,
 

2,
 ３

圆
29

尾
９

完
20

49
A

1
五

10
63
-
10
80

18
长
27

宽
3-

12
片

10
66
+
1

Ib
8.
6

圆
首

７
１

┬
　

完
整

图
七
，
９

其
中
10
66
号

为
连
销

方
２

圆
４

尾
２
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

50
C 1

六
10
96
-
11
30

35
长
20

宽
4-

14
片 块

11
26

?
?

圆
首

７
?

　
┴

　
少
半
残

图
七
，
10

　
方
７

圆
８

51
D 1

九
11
31
-
11
52

22
长
26

宽
3-

26
片 片 片

11
31

11
38

11
39

XV
I

II
VI
II
?

? ? ?

异
形

圆
首

圆
首

? ?
１ １ １

┬ ┴ ┬

?
半
残

重
残

图
十
一
，
６

图
七
，
11
, 

12

18
48
号
为

带
方
３

圆
５

52
E 1

三
11
53
-
11
77

25
长
18

宽
9-

16
片 片

11
53

11
56

XV
I

XV
b?

?
异
形

方
首

?
１

┬ ┬
?

重
残

重
残

图
十
一
，
７

略
　

方
２

尾
３

53
F 1

一
11
78
-
11
81

４
长
13

宽
７

块
11
78
-
11
81

XI
II
b

　
方
首

10
２

┴
右
压
左

１
片
完
整

图
九
，
18

　
　

54
G 1

二
11
82
-
11
93

12
长
21
.5

宽
5-

14
片

11
84

?
　

　
　

　
?

　
未
见

略
多
为
马
胄
残

片
方
１

圆
３

尾
２

55
H 1
 

H 1
'

一
11
94
-
12
10

17
长
28
.5

宽
3-

8
块 块 片

11
94
-
11
99
8

12
07
-
12
09

12
10

XI
II
a?

XI
V?

XV
I

　
方
首

方
首

异
形

９ ８
? ?

５ ３ ?

┬ ┴ ┬

左
压
右

左
压
右

２
片
完
整

１
片
完
整

少
半
残

图
十
，
１

图
十
一
，
８

背
面
有
包
边

痕
方
５

尾
１

完
２

56
I 1

五
，
八

12
74
-
12
86

11
3

长
38

宽
10
.5

片 块
12
75

12
82

XI
V

XI
V

24
.4

29
.5

方
首

方
首

９
　

┴ ┬
　

较
完
整

较
完
整

图
三
，
18

图
十
，
６

　
方
２

尾
４

57
K 1

五
，
六

13
16
-
13
41

26
长
21

宽
18
.5

片
13
35

Ia
8.
3

圆
首

７
１

┴
　

完
整

图
七
，
14

有
粘
连

圆
９

尾
５

58
L 1

六
13
42
-
13
63

21
长
20

宽
15

片 块
13
59

13
56
-
13
57

Ia Ia
11
.2

圆
首

圆
首

７ ７
１ ２

┴ ┬
右
压
左

完
整

１
片
完
整

图
七
，
15
, 

16
　

圆
７

尾
８

59
M

1
六

13
63
-
13
76

14
长
18

宽
11
.5

片 片 片

13
67
+
13
71

13
69

13
68
+
13
70

V II IV
?

24
.5

14
.9

圆
首

圆
首

圆
首

８ ９ 11
?

１ １ １

┬ ┬ ┬

　
完
整

完
整

少
半
残

图
七
，
17
, 

18
有
粘
连

方
１

圆
５

尾
２
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

60
O 1

五
，
六

13
93
-
14
02

10
长
15

宽
12

片 块
13
94
-
13
95

XI
II
a

XV
a?

? ?
方
首

方
首

? ９
１ １

┴ ┴
　

完
整

略
残

图
十
，
７

二
片
粘
连

尾
２

61
P 1

六
，
九

14
03
-
14
16

14
长
22

宽
17

片 块
14
14

14
16

IV
VI
II
?

21
.1 ?

圆
首

圆
首

７
　

┬ ┬
?

完
整

半
残

图
三
，
７

　
圆
２

尾
５

62
Q 1

三
14
17
-
14
32

16
长
19
.5

宽
14

片
14
25

IV
?

?
圆
首

?
　

┬
?

残
图
七
，
20

　
方
１

圆
１

63
R 1

二
，
三

14
33
-
14
68

36
长
39
.5

宽
19

片 片 块

14
47

14
62

14
52
-
14
54

XV
b?

VI
II

XV
I

22
.5

18
.7

方
首

圆
首

异
形

10
?

12 ?

３
┴ ┴ ┴

右
压
左
?

完
整

完
整

两
端
残

图
十
，
８

图
七
，
21

图
十
一
，
９

　
方
１

圆
３

尾
４

64
S 1

一
，
二

14
69
-
15
02

36
长
31

宽
９

片
14
84

Ib
?

8.
9

圆
首

７
　

┬
　

较
完
整

图
七
，
22

方
３
圆
９

　

65
T 1

二
15
05
-
15
08

15
17
-
15
25

4+
9

长
19

宽
16

片 片
15
07

XV
c

IX
?

方
首

11
?

１
┴ １

　
少
半
残

略
　

方
１

尾
４

66
U 1

二
，
三

15
09
-
15
16

８
长
31

宽
18
.5

片
15
12

IX
26
.3

圆
首

12
　

┬
　

完
整

图
三
，
12

　
圆
５

尾
４

67
V 1

二
，
三

15
33
-
15
53

21
长
37

宽
17
.5

片 块
15
44
+
1

15
35
-
15
40

IX XI
V

?
圆
首

方
首

11 ８
?

１ ５
┴ ┬

右
压
左

少
半
残

３
片
完
整

图
七
，
23

图
十
，
９

与
22
25
-

22
27
合
并

方
４

圆
６

尾
８

68
W

1
四
，
五

15
54
-
16
16

63
长
42

宽
27
.5

片 块 片 块

15
93

15
59
-
15
60

16
10

16
12
-
16
13

VI
II

VI
II VI VI

17
.9

19
.5

圆
首

圆
首

圆
首

圆
首

12 12 ７ ８

１ ２ １ ２

┴ ┴ ┴ ┴

右
压
左

右
压
左

完
整

较
完
整

较
完
整

较
完
整

图
八
，
１

图
七
，
24

图
三
，
９

图
八
，
２

含
３
种
片
型
别

圆
19

尾
18

完
４

69
X 1

五
，
八

16
17
-
17
12

96
长
45

宽
21

片
17
10
-
17
11

VI
I

?
圆
首

14
?

２
┴

右
压
左

１
片
完
整
，

有
包
边
痕

图
三
，
10

17
12
号
为
带

扣
圆
30

尾
38

完
２
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

70
Y 1

五
，
八

17
13
-
17
73

61
长
45
.5

宽
21
.5

片 块
17
15

XI
II
a

16
.5

方
首

９
?

　
┬

?
较
完
整

图
十
，
10

　
方
２

圆
３

71
Z 1

八
17
74
-
17
92

19
长
21
.5

宽
11

片 块
17
79

VI
II

15
.2

圆
首

12
　

┬
?

较
完
整

图
八
，
３

　
方
１

圆
４

尾
４

72
a 1

二
，
三

17
93
-
18
16

24
长
31
.5

宽
9.
5

片 块
17
93
-
17
95

Ib
　

圆
首

７
?

３
┴

左
压
右

１
片
完
整

图
八
，
４

　
圆
１

尾
４

73
b 1

六
18
22
-
18
46

25
长
44
.5

宽
17

片 块
18
31

VI
II
?

25
.1

圆
首

８
?

　
┴

　
完
整
，
有

粘
连

图
八
，
６

　
圆
６

尾
10

74
c 1

六
，
九

18
17
-
18
21

18
47
-
18
58

５ 12
长
33

宽
16

片 块 块

18
19

18
20
-
18
21

18
58
+
１
-

18
58
+
３

X X?
66
.2

圆
首

圆
首 ?

12 12
? ?

２ ３
┴ ┴ ┴

左
压
右

左
压
右

完
整

１
片
较
完
整

重
残

图
三
，
13

图
八
，
５

　
方
１

尾
１

75
d 1

六
，
九

18
59
-
18
75

16
长
23
.5

宽
4-

8
片 块

18
68

XV
II

10
.9

异
形

　
┴

　
少
半
残

图
三
，
24

18
74
号
为
带

　

76
e 1

九
18
76
-
19
05

30
长
76

宽
23

片 块
18
84
+
１

IX
?

?
圆
首

?
１

┴
　

重
残

图
八
，
７

18
83
号
为
带

扣
方
１

尾
５

77
f 1

八
，
九

19
06
-
19
30

25
长
27
.5

宽
1.
2

片 块
19
12

VI
II
?

?
圆
首

?
　

┴
?

重
残

图
八
，
８

　
圆
２

尾
９

78
g 1

八
19
31
-
19
42

12
长
19
.5

宽
10

片 块
19
42

?
?

圆
首

?
　

┬
?

重
残

图
八
，
９

余
残
碎

　

79
h 1

二
，
三

19
43
-
19
52

10
长
18
.5

宽
1.
4

片 块
19
52

XV
I

?
异
形

?
１

┬
　

半
残

图
十
一
，
10

　
　

80
i 1

二
19
53
-
19
66

19
长
10

宽
12

片 片
19
65

19
61

XV
b

XI
II
a

20
.4

方
首

方
首

10 ?
　

┴ ┴
　

较
完
整

少
半
残

图
十
，
11
, 

12
　

方
５

尾
１
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序 号
组 别

区 号
编
号

片 数
起
取
范
围

（
厘
米
）

类 别
编
号

型
别

单
片

 
重
量

片
形

片
孔

片
数

面
向

叠
压
状
况

保
存
状
况

简
图

备
注

其
他

81
j 1

八
，
九

19
67
-
19
80

14
长
21

宽
14

片
19
70

XV
I?

　
方
首

９
?

　
┴

　
少
半
残

图
十
，
13

方
１

尾
２

82
k 1

五
，
六

20
31
-
20
60

30
长
39

宽
11

片
20
52

IX
?

?
圆
首

?
　

┴
　

重
残

图
八
，
11

有
包
边
痕

尾
５

83
l 1

三
19
81
-
19
94

14
长
19
.5

宽
12
.5

片
19
81
+
19
84
 

+
19
85

XV
I

33
.7

方
首

８
?

　
┬

　
较
完
整

图
十
，
14

三
片
合
一

方
１

圆
３

尾
４

84
m

1
二
，
五

19
95
-
20
17

23
长
26

宽
15

片 片
19
95

19
95
+
１

II VI
II

5.
7

22
圆
首

圆
首

９ 12
?

　
┬ ┴

　
完
整

略
残

图
三
，
４

图
八
，
10

有
残
片
粘

连
　

85
n 1

四
20
18
-
20
30

13
长
25

宽
12

片
20
24

?
?

?
?

　
┴

　
重
残

略
仅
存
片
尾

圆
４

尾
４

86
o 1

四
20
61
-
20
78

18
长
28
.9

宽
15
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（₂）甲片的排列、叠压和连缀
关于这方面的情况，可以选定的＂典型块＂来说明。所谓＂典型块＂，即指由形制相同

的甲片组成并保持原始叠压状态的若干甲片的组合。在选定的由圆首片组合成的三组典型块

（A₄︲₇号、Y' ₄₂₉︲₄₃₄号和F₃₉︲₄₇号）中，均为右压左，即在圆首向上时，左侧甲片的右边叠压

在右侧甲片的左边之上，如此依次由左向右叠压，构成一个横排，反映了Ⅰb、XI和VIII型

甲片的叠压状况，其连缀痕迹和连缀示意可参见图八。

在选定的由方首片组合成的两组典型块中，以带有纵向三孔的一端为方首的片首，带有

1

3

2

4

图五　喇嘛洞ⅠM17铁甲堆积各组甲片提取部位示意图
（说明：图中标 “■” 者为方首片；标 “●” 者为圆首片；标 “【” 者为异形片；标 “？” 者为片型未定。）
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横向并列二孔的一端为其片尾，叠压情况与圆首片相同，其典型块可以C₁₉︲₂₂为例，代表

了XIIIa型甲片的叠压情况。至于连缀情况，虽然保存的相关痕迹很少，但还可从典型块

E₃₄︲₃₈上窥见端倪（图九，₅、₆）。

如果将甲片与甲片之间的叠压视为一种横向叠压的话，那么，在由数排甲片连缀成的若

干甲衣局部之间的叠压则是一种纵向叠压，这种叠压关系可从图五至图七上的标示予以说

明。图上的双重边缘线即为套箱的四个边框 ; 边框内侧的加重线为铁甲堆积的轮廓线 ; 图中

的网格即为在套箱开口上拉出的＂井＂字形基线，其作用是将套箱内铁甲堆积的平面大致等

5

7

5

8

图六　喇嘛洞ⅠM17铁甲堆积各组甲片提取部位示意图
（说明：图中标 “■” 者为方首片；标 “●” 者为圆首片；标 “【 ” 者为异形片；标 “？” 者为片型未定。）
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分为一至九个网格区，以便确定铁甲堆积中各个甲片组之间的相互位置和叠压关系。图上标

有英文字母的诸多不规则形图案，则表示不同甲片组在铁甲堆积平面上的位置和分布范围。

由于图中的诸甲片组的位置和范围大致是按照由上至下的清理层次标示出来的，因此，可客

观地反映出某不同区内各组甲片之间以及同一区内不同组甲片之间的纵向叠压（即上一层甲片

组与下一层甲片组）关系。如图中的四区是各组甲片叠压较为集中的一个区。在该区内，计有

Ｔ组（XVI?、XIIIa型片）、Ｕ组（XI型片）、K' 组（XIIIb型片）、ｖ组（Ⅰa、XIIIb？型片）、ｚ组

（Ⅰa、Ⅰc型片）、J₁组（？型片）、W₁组（VIII、VII、VI型片）、X₁组（VII型片）共₈组甲片具有

9

11

10

12

图七　喇嘛洞ⅠM17铁甲堆积各组甲片提取部位示意图
（说明：图中标 “■” 者为方首片；标 “●” 者为圆首片；标 “【 ” 者为异形片；标 “？” 者为片型未定。）

365

辽宁北票市喇嘛洞墓地ⅠM17铁甲堆积的室内清理



正面

背面

0 5 厘米

1．A4-7号典型块上甲片连缀、包边痕迹和连缀示意

2．Y' 429-434号典型块上甲片连缀痕迹和连缀示意

3．F39-47号典型块上甲片连缀痕迹和连缀示意

正面 背面

正面 背面

图八　ⅠM17铁甲推积中典型块上的连缀和包边痕迹
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直接的上下叠压关系，即T→U→K' →v→z→J₁→W₁→X₁组。如果以每组甲片为一层甲衣

残骸的话，则ⅠM₁₇铁甲堆积至少是由₈层甲衣的局部（单元）叠压而成的（图五，₂─图六，

₈）。其他如五区和八区的T→k︲k' →n︲o→o' →I₁→X₁组、四区和五区中的A₁→J₁→W₁→X₁

组、六区和九区的b₁→c₁→k₁→j₁组等均为四层叠压之例（图六，₆、₇ ; 图六、图七，

₈─₁₀）。

（₃）ⅠM₁₇与ⅠM₅甲片形制的比较
在ⅠM₅甲骑具装复原研究中，曾将编号统计的₃₁₅₆片甲片共分为₂₃型［₃］。在ⅠM₁₇铁

甲堆积清理中，我们将编号统计的₂₃₂₃片甲片分为₁₇型。两相比较，在ⅠM₁₇中，

共有₁₀种片型与ⅠM₅的相应片型相同或相似（图十）。

如上所述，在ⅠM₁₇的圆首片中，I型和VIII型是其主要片型。这两种片型分别与ⅠM₅

的Ⅰ、II型和Ｖ型相同。ⅠM₁₇的Ⅰ型片，包括Ⅰa和Ⅰb两个亚型，又称＂鱼鳞片＂，亦属

常见片型之一，在ⅠM₁₇的方首片中，XIII型和XV型是其主要片型。其中XIII型包括XIIIa

和XIIIb两个亚型，这两个亚型分别与ⅠM₅的XIII型和XX型基本相似。ⅠM₁₇的XV型中包括

四个亚型，其中仅有XVd型与ⅠM₅的XVII略似。

此外，还有以下两种片型值得注意。

一是XI型甲片。此型虽属于圆首片，但片形狭长，侧面弯弧，是形制比较特殊的一种，

仅见于四、五区的E组和U组中（图三，₁₄ ; 表二，５、₂₀）。此型片虽与ⅠM５中的III型片

相同，但在ⅠM₅铁甲复原报告中对此型片的用途未作交代，姑作存疑。不过，在ⅠM ₅的

铁甲堆积中曾见与这种侧面弯弧的甲片相似的片型，平均长₁₂、宽₂．₈︲₃．₃厘米，虽明显短

于长达₁₄．₃厘米的ⅠM₁₇XI型片，但其用途（被复原为甲衣的腰际缀片）可资参考［₃］。以这种

较长大的弯弧甲片作为人甲腰际的甲片的做法，在日本大阪长持山古坟出土的₅世纪挂甲上

亦可找到相同的例子［₄］。

二是XVI型甲片。此类异形片与ⅠM₅中的XIX型甲片相同，分别见于一、二、三、五、

八区中的Ｋ、Ｌ、ａ、r₁、D₁、E₁、h₁、l ₁、s₁等组中，数量较少且多与其他片型混杂一处。

其中位于五、八区的ｒ组（₁₅片）和二、三区的h₁组（₁₀片）为含有单一XVI型片的两个甲片组。

从保存状况来看，不仅锈残较重，而且排列形状也不规则（图六，₅ ; 图七，₉）。K、L、

q₁、s₁组中的异形片均见于兜鍪残片所在的一区及附近，似乎与甲衣上的颈甲有关。其中的

典型块R₁₁₄₅₂︲₁₄₅₄号侧面弯弧 ; Z₃₅₄︲₃₅₅号中的₃₅₅号甲片形制独特，似应分别属于颈甲

后部中间合拢处的收口甲片（图版四，₂）。果如是，则为ⅠM₅颈甲的复原提供了一个新的佐

证。通过以上初步比较，不难看出以下两点 :

其一，与ⅠM₅相比，ⅠM₁₇同前者一样，其圆首甲片虽仍占主体，但方首甲片的数量

明显增多。在表二中所列的₉₇组甲片中，可确认由单一的方首片构成的甲片组共₂₀组，由单
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一的圆首片构成的甲片组共₃₉组，二者分别占全部甲片组总数的₂₁%和₄₀．₂%。ⅠM₅的甲

片虽未曾做过这方面的统计，但在其₂₃型典型片中，除了XVII型甲片之外，几乎不见像Ⅰ

M₇的XIII、XIV和XV型那样棱角分明的方首甲片。

其二，图十中所列ⅠM₁₇和ⅠM₅的₁₂种可资比较的典型片中，形制相同者仅占一半左

右。ⅠM₅的X至XVIII型等片型基本不见于ⅠM₁₇的甲片中 ; 而在ⅠM₁₇的片型中，除了那

种棱角分明的方首片之外，像Ｘ型、XI型那样的长大厚重甲片均属前所未见。因此，就二者

的甲片群的总体形态而言，其间的差异性大于相似性。

（₄）甲骑具装的局部复原推测
与ⅠM₅甲骑兵具装的甲片相比，虽然ⅠM₁₇铁甲堆积中的甲片锈残更甚，其片型也多

有不同，但兜鍪和马胄伴出、人甲（以Ⅰ型甲片为代表的＂鱼鳞片＂）和马甲（以Ｘ型、XII型和方

正面 正面

背面 背面

正面 背面    

正面 背面

正面 背面

正面 背面

0 5 厘米

1．A1-7 2．F39-47

3．Y429-434

4．E26-33 6．E34-38

5．C19-22

图九　ⅠM17铁甲堆积中典型块上的连缀和包边痕迹
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图十　ⅠM5与ⅠM17典型甲片比较示意图
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首片为代表的比较长大的甲片）共存的现象都说明了其甲骑具装的性质。从ⅠM₅甲骑具装复原

研究的基本方法来看，可分为实证复原和推测复原两种。实证复原的要件包括片型、叠压关

系、片数和排数（依据同型甲片的分布范围、排列面积）、连缀痕迹（横向的片与片，纵向的排与

排）。其中片数决定复原对象的宽度，排数决定复原对象的长度，而纵向连缀方式决定其结

构特点（板块结构或伸缩结构）。推测（想象）复原则在上述要件不足的情况下，以复原对象的残

骸遗构为依据，参照其他相关或相似的资料（已发表的有关图像、模型和其他复原研究成果等）

所进行的局部复原。

鉴于ⅠM₁₇甲片的残损和锈解程度较ⅠM５严重，故试做以下局部重点复原。

ａ．甲骑，包括兜鍪和人身甲两部分
①　兜鍪　铆制。该顶兜鍪原位于ⅠM₁₇中死者足下西南角处的铁甲堆积之上，出土

时已残破，无完整片。经修复，可知此件兜鍪共由₉片上窄下宽的狭长梯形包片组成，侧面

近圆台状。铁片平面为纵向狭长梯形，纵截面近＂～＂形。兜鍪正面铁片底缘呈双联弧形眼

窗，并布有大致等距的七孔。以此片为中心，其左右两侧的铁片自前向后依次叠压围拢，近

底缘处横布二至三个小孔。兜鍪后面收口处则以另一铁片在内侧承托接合，各片铁片叠压处

一般加铆三钉。高₁₉．₉、底直径₂₃．₆︲₂₄．₂、顶口直径₇．₆︲₈．₉、均厚₀．₄厘米左右。试以兜

鍪正面的中间包片为起点，按顺时针方向将诸包片依次编为₁︲₉号片（图十一，右上）。诸包

片的形制、规格和叠压情况如下 :

₁号片片形上窄下宽，底缘留有双联弧形眼窗和五个钉孔，长₂₀．₅、宽₄．₂︲₁₁、均厚

₀．₃厘米。

₂、₃、₄、₅、₇、₈、₉号片，分列于₁号片两侧，其中₂、₃、₄、₅号片在其

左，₇、₈、₉号片在其右。在叠压关系上，₁︲₅号片为左压右 ; ₁、₉、₈、₇号片则

为右压左。此外，与₁号片叠压的₂号和₉号片底边于眼窗处均抹一角。诸片之间的边缘叠

压处以纵向排列的₃个铆钉铆合。诸片均长₂₁．₅、上宽₄．₀︲₄．₂、下宽₈．₅︲₁₁．₅、均厚₀．₂₅

厘米。

₆号片大致位于与正面₁号片相对应的兜鍪背面中间处。片体明显较窄，为从₁号片两

侧依次叠压过来的两组包片的接口片，长₂₁．₅、宽₃．₅︲₇．₀厘米。

此外，与该副兜鍪伴出者，还有Ia和Ib型甲片₂₂片，应为其垂缘甲片的一部分。王振江

先生曾将该垂缘部分复原为横向三排排列，甲片圆形片首一律向下，上排压下排。其中一、

二排皆₂₅片，下排为₂₃片，每排以中间甲片为基准，左半部排列为右压左，右半部则为左压

右。全长₅₂、均宽₁₀．₇厘米。复原结果与ⅠM５兜鍪垂缘基本相同［₅］（图版五）。

在迄今所见经考古发现并复原的十六国时期的３副铁制兜鍪中，ⅠM₅和朝阳十二台乡

₈₈M₁所出者均为封顶式，唯ⅠM₁₇所出者为＂透顶式＂，这一特点与河北临漳县邺南城出土

的北朝时期的II铁胄相同［₆］。这种特型设计或与某种盔顶装饰有关，亦即这种＂透顶＂可
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能是为某种盔顶装饰而预留的。

②　人身甲　从ⅠM₅甲骑具装的复原结果来看，片型较小的圆首甲片（即该墓的Ⅰ、II

型甲片，亦即所谓＂鱼鳞片＂）是构成人甲的最主要的片型。在ⅠM₁₇铁甲堆积中，与ⅠM₅的

Ⅰ、II型片基本相同的Ⅰ型片数量较少，主要见于六区ｐ组、五区的A₁组、四区的ｚ组、六

区和七区的K₁、L₁组、二区和三区的a₁组中，另有一些Ⅰ型片则散见于含有其他片型的

v︲v' 组、ｙ组和q₁组中（图五，₄ ; 图六，₆、₇、₈）。

在这些Ⅰ型甲片组中，以四区的ｚ组的甲片数量为最多，编号共计₈₄片，甲片标本见图

三，₁︲₃。该组甲片位于铁甲堆积的南部，人胄右侧，直接叠压在马胄残片层之下，作鱼

0 10 厘米

左下：正视 右下：后视

1

2

3

4

5 6

7

8

9

左上：俯视 右上：正面原貌

图十一　铁兜鍪（ⅠM17：21-1）
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鳞状排列，计约₁₂个横排，最长横排计有甲片₁₂片左右，分布范围长₃₁、宽₁₂─₂₅厘米左右

（图六，₅、₆ ; 图十二，₁、₂ ; 表二，₄₈）。从连缀情况来看，在圆形片首向上时，片与片

之间为左压右，亦即横排一律由右向左压 ; 各横排之间的纵向关系则为下排压上排，亦即由

下向上叠压。该组甲片排列密集且较规整，周围边际亦较清楚，应是一个相对独立的甲衣单

元。根据其片型、编排特点（鱼鳞状）和整体形状可初步判断，此组甲片似为甲衣上的披膊部

分，其原形或如ⅠM₅的披膊复原之状（图十二，₃）。至于其他各组I型甲片不仅分布零散，

形状也不规则，应为被拆散的人身甲局部的残骸。

ｂ．具装，包括马胄和马身甲两部分
①　马胄　铆制。编号ⅠM₁₇ : ₂₁︲₂，破碎成百余片。这些残片分别位于一区和四区，

分属Ｎ和v︲v' 两组，编号分别为N₁₃₃︲₁₄₇、v₈₂₆︲₈₇₃和v' ₈₇₄︲₉₀₉号，且分别叠压在兜鍪和

0 5 厘米

1．v826 2．A11066

3．X340 4．v' 806

图十三　ⅠM17　铁甲堆积中的铁连销
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k' 组甲片之下（图五，₃ ; 图六，₅）。两组残片虽然相邻，但彼此没有衔接关系，故推测原

马胄可能是被打破成残片之后再随葬于墓内的。此外，还有一些散见于k' 、G₁等组中的形

状不规则形残片，似亦应与马胄有关。在这些残片中，个体较大（包括后经拼对者）或带有一

定形制特点的残片计₄₀片左右。除了片体较小、不能拼对且形状不规则的残片之外，根据马

胄残片上保留的原形边缘、弯折和弯弧、铆接等加工现象，可将其分为三类 :

一类作扣环状，平面近长方形，多有残片粘连。共四件，编号X₃₄₀、s₈₀₆、v₈₂₆、

A₁₁₀₆₆，后两件保存较好，均以圆柱体铁条弯制成近长方形的闭合式扣环状，一端略宽而

一端略窄 ; 其中的X₃₄₀（与₈₉₁号合并为１件）在粘连的残片上还有铆接的穿鼻残迹。一般长

₇．₅、宽₃．₆、截面直径₀．₈厘米左右。这些扣状器应为连接面罩和护颊板的铁连销（图十三）。

二类为边缘弯折或弯弧的残片。如N₁₄₁+₁₄₆，具二直边，其中一条直边附近弯折带有

铆钉痕迹，片残长₆．₉、宽₉．₈︲₁₀．₄厘米 ; N₁₃₇，具二直边和一孔，其中较短的直边折叠加

厚并向背面弯弧，残长₁₀．₉、残宽₅．₂厘米。这些残片似为位于马首鼻梁处的马胄中部的平

脊残片。

三类为带有弧边，或背面有铆接痕迹的残片。如K' ₆₂₀，两侧有弧边，其中内侧弧边，

背面有残片粘连（铆接？）。残长₁₁．₂、残宽₇．₄厘米。类似的残片还有V₂₇₂和y₉₄₄。从其形

图十四　ⅠM17马胄残片复原示意图
₁． I M马胄（ I M₅：₄₉）　₂． I M₁₇马胄残片（ I M₁₇：₂₁︲₂）
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制特点上推测，似为位于马胄两侧的护颊板边框上的弯弧部分。还有某些弯弧弧度较大的残

片，如G₁₁₁₈₂︲₁₁₈₃、N₁₄₂等，可能分别为马胄额部残片和马胄末端的护唇片。

在这些马胄残片中，值得注意的是前述四件一组的铁连销，在以往发现并得以修复的两

副比较完整的马胄中，无论是朝阳十二台出土者（₈₈M₁ : ₅₆），还是北票喇嘛洞出土者（Ⅰ

M₅ : ₄₉），在其面罩和护颊板之间，皆未见有这类比较完整的铁连销出土。其中前者的铁连

销仅存少量残迹，而后者的铁连销则是复制上去的。因此，ⅠM₁₇马胄虽未能复原，但其铁

连销的发现则具有填补空白的意义。

总的看，该马胄以均厚₀．₄厘米左右的铁板为原料，裁切、铆接和锻制而成，其整体形

状和结构应与喇嘛洞ⅠM₅出土的马胄（ⅠM５ : ₄₉）基本相同。以复原后的ⅠM₅马胄为参照，

可推测前述ⅠM₁₇马胄残片在原马胄上的部位大致如图十四所示。

②　马身甲　一般为长大而宽的甲片。试以若干保存较好的W₁和X₁组甲片为依据 :

W₁组位于铁甲堆积南部的四区，大部分直接叠压在马胄残片层之下，是甲片数量较多

0 10 厘米

1．W1组和X1组甲编号和叠压关系示意

2．W1组和X1组甲片分布范围（黑线轮廓内） 3． I M5马身甲复原围

X₁组

W₁组

图十五　ⅠM17W1、X１组甲片和ⅠM5马身甲复原图比较示意
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且编排原貌保存较好的一组甲片之一，编号W₁₁₅₅₄︲₁₆₁₆，共计₆₃片。片型包括VI、VIII型

两种，甲片标本如图所示（图七，₉、₁₀ ; 图三，₉）。该组甲片现存₃个横排，最长横排计

₂₃片，分布范围长₄₂、宽₂₇．₅厘米左右（图十五，₁ ; 表二，₆₈）。从连缀情况来看，在圆形

片首向上时，片与片之间为右压左，亦即横排一律由左向右叠压 ; 各横排之间的纵向关系则

为下排压上排，亦即由下向上叠压。

X₁组位于铁甲堆积中部的五区和八区，其南缘直接叠压在W１组甲片之下，是片型单

一且数量最多、编排原貌较好的一组甲片，编号X₁₁₆₁₇︲₁₇₁₂，共计₉₆片，均属VII型（图三，

左₁₀）。该组甲片现存₃个横排，最长横排计₃₆片，分布范围长₄₅、宽₂₁厘米左右（图十五，

₁ ; 表二，₆₉）。其中最上一排的右缘还遗有₁件带扣（图四，₇）。从连缀情况来看，在圆形

片首向上时，片与片之间为左压右，亦即横排一律由右向左叠压 ; 各横排之间的纵向关系与

0 10 厘米

I 1组与X1组甲片叠压示意

清掉Ｔ组甲片后

各组甲片叠压示意

清掉k-k' 组甲片后

清掉ｏ、ｎ组甲片后

清掉o' 组甲片后

Ｔ 组

k-k' 组

o' 组

ｏ组

ｎ组

I ₁ 组

X1组（圆首形片）

图十六　四、五和七、八区各组方首形片纵向叠压示意图
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W₁组相同。

以上两组甲片连缀一起，组成一个在ⅠM₁₇铁甲堆积中排列最为规整、分布面积也最大

的甲衣单元，其横向展长₄₅、纵向₆排宽₄₆厘米左右。根据其片型、编排特点（三排较窄的

VII型片与三排较宽的VI、VIII片连缀组合）和整体形状可初步判断，此组甲片似为具装甲──

马身甲的一部分，其原形或如ⅠM₅的马身甲复原之状（图十五，₃）。

（₅）其他相关问题
ａ．关于方首片
如前所述，较多的方首甲片的出现是ⅠM₁₇铁甲堆积的一个显著特点。从各方首甲片组

在铁甲堆积上所在位置来看，由片型比较单一、数量较多且分布相对集中的若干方首甲片组

0 10 厘米

b₁组

d₁组

c₁组

d₁组

c₁组

图十七　b1组、c1组与d1组甲片关系示意
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组成的组群主要有八、九区的ｂ、ｃ、ｄ组，四、五、七区的k︲k' 、Ｔ、v' 组，五和八区

的o' 、I₁、Y₁组，一至三区的t₁、v₁、x₁组。此外，在互联的二、三、五、六区内，还有含

疑似方首甲片的ｌ、ｓ、ｔ组（图五，₃、₄ ; 图六，₅、₇、₈ ; 图七，₁₁、₁₂）。从各甲片

组之间的纵向叠压状况来看，可以位于五区和八区的Ｔ→k︲k' →no→o' →I₁→X₁组为例，共

有₆组甲片分₆层叠压，其中最后一组叠压在一组圆首片（X₁组）之上（图十六）。在这些组甲

片中，片型基本皆为规格较小的XIII型片，一般长₉．₅、宽₂．₅厘米左右，由于铁甲堆积中的

各层甲片锈残严重，各组甲片之间很少见有直接的衔接关系。

从已发表的相关资料来看，与ⅠM₁₇铁甲堆积中的这类方首甲片相似且年代亦较相近

者，唯有内蒙古呼和浩特二十家子西汉城址出土铁甲的甲片［₇］。在二十家子铁甲中，由这

类方首甲片（即原报告所称的长方形片）所构成的是一领较完整的人用衣甲。这领衣甲的长方

形片长₁₀．₅、宽₃．₄厘米左右［₈］，其规格与ⅠM₁₇的XIII型片相近（一般长₉．₅、宽₂．₈l厘米左

右），但片孔较多，为₁₈︲₂₀孔，而ⅠM₁₇的方首甲片仅₉︲₁₁孔。此外，在咸阳杨家湾陶俑

上也见有这种方首甲片，属于用以防护胸和背部的札甲［₉］。鉴于属于Ⅰ型和II型的人身甲

甲片在ⅠM₁₇铁甲堆积中所见较少，故而推测，这类较小的XIII型方首片是否亦应为人身甲

甲片的一部分尚未可知。

ｂ．关于XVII型甲片
一是位于铁甲堆积东北边缘处六区和九区的d₁组XVII型甲片，是一种不见于ⅠM₅铁甲

堆积中的新片型（图三，₂₄）。此型甲片共₁₆片，呈带状排列，一端有一环（编号₁₈₇₅，整理中

未见），分布面积长₂₃．₅、宽₄︲₈厘米左右。这些甲片的片首虽均已残失，但片尾平齐并有

包边痕迹。片体皆向上弯弧，片与片之间的侧缘多有重叠。该组异形片的片尾与b₁组中部分

保存较好且与排列齐整的VIII型圆首甲片的片尾相＂对接＂。b₁组甲片之下又叠压着一层c₁

组Ｘ型圆首甲片（图十七）。从d₁组异形片的原始形态来看，好似人身甲上的＂短领＂部分。

不过，如果将个体较大的d₁组和c₁组甲片视为马身甲甲片的话，则这些异形片又似与马身甲

有关。至于d₁组异形甲片属于马身甲中哪一部位上的特殊结构，目前虽尚不能确指，但在以

后的相关发现和复原研究中却是一个值得注意的新例证。

ｃ．关于带扣和带 
在清理ⅠM₁₇铁甲堆积的过程中，共发现带扣、带等₁₅件。另有₈件与之相类的遗物虽

0 5 厘米

图十八　ⅠM17带扣和带 组合示意
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是在此次清理之前发现的，但从其出土位置来看，均在铁甲堆积范围内，故均应属于与该堆

积有关的遗物。在这些遗物中，除了两件铁镞之外，其他诸如带扣、带 、屣钉等，无论在

数量上还是在种类上都与ⅠM₅随葬的甲骑具装伴出的相关器物相近。

在₉件带扣中，唯有e₁₁₈₈₃号规格较大，形制特殊，在用途上亦应不同于其他规格较小

的带扣。带₂件，编号分别为d₁₁₈₇₄和D₁₁₁₄₈。从出土位置来看，二者均见于这件个体较大

的Ab型带扣附近，即e₁₁₈₈₃所在的六区和毗连的九区。另在田野发掘ⅠM₁₇时于铁甲堆积

范围内也曾出土₄件带 （编号ⅠM₁₇ : ₄₁︲₁、₂、₃、₄）。这些带 应与带扣e₁₁₈₈₃组合为₁套，

其与ⅠM₄和ⅠM₁₃等墓出土的带扣和带 组合是一致的［₁₀］（图十八）。

其他₈件带扣均较小，且形制一致，均属Da型。在这些带扣中，除了ⅠM₁₇ : ₂₁︲₀₁之

外，其他带扣均发现于不同的甲片组中，如位于四区南部的y₉₄₃、八区中南部的X₁₁₇₁₂和

六、九区交界处的e₁₁₈₈₃等（图五，₃、₄ ; 图六，₅、₆、₈ ; 图七，₉、₁₀）。其中y₉₄₃为

铜环铁带扣，与y₉₄₄号马胄残片相连（可拼接），X₁₁₇₁₂位于成排的X₁组VII型甲片侧缘处。

至于其他带扣，虽尚未发现与甲片直接相连者，但如果仔细查对一下与之共存的甲片片型的

话就会发现，几乎所有的带扣都见于圆首片的甲片组中，而不见于方首片的甲片组中。此

外，在铁马胄的护颊板上使用铜环铁带扣的现象，也为十六国时期马具工艺的研究提供了一

个新的例证。

ｄ．关于屣钉
在ⅠM₁₇共发现₃件，其中₂件分别见于八区的两个甲片组ａ组和Ｚ组中，其形制已如

前所述（图四，₁₃、₁₄）。由于其齿环的平面形状与人屣后跟部相同，规格也相近，只是齿环

上皆有柱状钉齿，故不妨暂将其称之为＂屣钉＂。除了ⅠM₁₇之外，在喇嘛洞墓地其他大型

墓葬中，这种屣钉也仅在ⅠM₅中才有发现［₁₁］。可见这种屣钉似乎并非一般的随葬之物，而

是拥有甲骑具装的死者墓内才能够随葬它。两墓随葬的屣钉形制基本相同，只是前者均为三

齿，而后者既有三齿的，也有五齿的 ; 齿环的合拢处虽均作重叠状，但合拢的部位又有所不

同。从这类屣钉的随葬位置来看，似应与甲骑具装有关，至于其作何用途还有待探讨。

₆．小结

以往对ⅠM₅甲骑具装的复原研究结果表明，墓内的铁甲堆积似在将人甲和马甲拆散后

堆在一起形成的，并非完整的一套，这其中也可能有战时损毁和所谓＂毁器＂习俗影响的因

素。关于这一点，在此次ⅠM₁₇铁甲的清理过程中再次得到证明。如分布在同一区间内的马

胄残片和疑似颈甲的异形片，成连片状保存下来的甲衣局部很少见，多呈带状和不规则形状

分布等。

在考古发现的各类遗物中，铁甲堆积可谓是最难清理的一类，以往在这方面因束手无策

或处理不当曾造成诸多遗憾和教训。所幸的是，以白荣金先生为代表的老一辈修复专家对各
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地出土的古代铁甲进行了一系列的卓有成效的复原研究，逐步形成了一套比较成熟的经验、

相对固定的工作流程和较为完善科学的处理方法。此次对ⅠM₁₇铁甲堆积进行的清理，是继

ⅠM₅甲骑具装的复原研究之后，借鉴和参照这些经验和方法，对喇嘛洞墓地出土的铁甲堆

积进行的第二次科学、系统的室内整理。虽然由于其锈蚀程度之重和保存状况之差均甚于

ⅠM₅，未能对ⅠM₁₇甲骑具装的原貌进行整体复原，但通过此次对堆积的大量甲片进行科

学的考察和系统地提取，相信仍然能够对以后的相关复原研究提供一些有益的参考和借鉴。

附记 : ⅠM₁₇的发掘领队为时任辽宁省文物考古研究所副所长的张克举同志 ; 铁兜鍪和

垂缘的整理、复原者为中国社会科学院考古研究所技术室资深修复专家王振江先生。在此次

室内清理开始时的₂₀₀₈年₅月，中国社会科学院考古研究所技术室退休老专家白荣金先生曾

亲临现场予以指导。在此后的整理过程中，又通过电话联系的方式多次得到白荣金先生的具

体指教、释疑和解难，使清理工作和本报告的编写得以最终完成。本文由万欣执笔，摄影、

绘图由穆启文、白云燕、万欣完成，铁甲拼复与保护处理由万欣、赵代盈、肖俊涛完成，在

此一并特致忱谢！

注

［₁］辽宁省文物考古研究所编 :《北票喇嘛洞墓地》，待刊。
［₂］关于ⅠM₅铁甲堆积情况和复原研究结果，参见白荣金等 :《辽宁北票喇嘛洞十六国时期甲骑具装复原

研究》，《文物》，₂₀₀₈年第₃期。
［₃］同注［₂］。
［₄］《世界考古學大系３・日本》，₈₅页，平凡社，₁₉₆₀年。
［₅］据辽宁省文物考古研究所档案资料。
［₆］白荣金著 :《河北临漳县邺南城出土的北朝铁甲胄》，《中国传统工艺全集・甲胄复原》，₂₇₃页，图₁₈︲

₄₁，大象出版社，₂₀₀₈年₉月第₁版。另见《考古》，₁₉₉₆年第₁期。
［₇］陆思贤 :《呼和浩特二十家子古城出土的西汉铁甲》，《考古》，₁₉₇₅年第₄期。
［₈］原报告甲片数据有误，此数据根据图上比例尺换算所得。
［₉］陕西省文物管理委员会等 :《陕西咸阳杨家湾出土大批西汉彩绘陶俑》，《文物》，₁₉₆₆年₃期。
［₁₀］同注［₁］。
［₁₁］同注［₁］。这类屣钉在IIM₁₉₆中也曾有发现，然而形制不尽相同。该墓虽未见有甲骑具装出土，但

却随葬有鎏金铜带具，表明死者的身份亦不一般。参见《辽宁北票喇嘛洞墓地₁₉₉₈年发掘报告》，《考
古学报》，₂₀₀₄年第₂期。
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图版二　ⅠM17铁甲堆积中各组圆首甲片（块）标本
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1.L107 2.Z354-355 3.a362 4.r759-760

5.s806-807 6.D₁1131 7.E₁1153 8.H₁1210
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图版四　ⅠM17铁甲堆积异形甲片（块）标本
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正面 背面 侧面

垂缘展开后的正面和背面

0 10 厘米

图版五　ⅠM17铁兜鍪与垂缘的分解和连缀示意图
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１．鉄製甲冑堆積の出土状況

　ⅠM17号墓は喇嘛洞墓地東区の中央北寄りに位置し、1996年₆月13日から発掘調査がお

こなわれた。この墓は、長さ5.2ｍ、幅4.0ｍ、深さ4.8ｍを測る長方形土坑竪穴木槨墓で、

墓地の中で最大規模の墓である。この東側の重装騎兵装備を副葬したⅠM5号墓とは東へ

10ｍ足らずの距離にある。墓壙内には₂層に段をつけて掘った二層台があり、地表からそ

れぞれ1.1ｍ、3.5ｍ、埋土は五花土【攪乱された埋戻土】と石塊であった。想定される木

棺規模は、長さ3.6ｍ、幅1.3ｍ、残存高0.9ｍで、頭位は53°である。被葬者は成年男性

とみられ、埋葬方式は単人仰臥伸展葬で、頭向は東北、顔は上を向いていた（図一）。

　この墓の鉄製甲冑堆積は₇月₄日の発掘中に発見されたもので、副葬位置はⅠM5号墓

と同じく棺内主被葬者の足下で、出土資料番号は96BLⅠM17：21である。堆積の表面層

上には、青銅製垂飾付飾金具など多くの金銅製馬具類が散乱していた。₈月₄日に箱で囲

って切り取る套箱法を用いて取り出し、密封保存した。

　この鉄製甲冑堆積と共に出土した副葬品は230点以上に達し、注目される副葬品として

は、鉄剣、環頭刀、鉄矛、鉸具、銅鍑、青銅製魁、鍍金人面飾金具、金製耳飾が挙げられ

る。この鉄製甲冑堆積の所有者は、同じく大量の青銅・鉄製品を伴うⅠM5号墓の被葬者

と同様に、当時の鮮卑社会と軍事集団の中で比較的高い身分と地位を有していたと考えら

れる （₁）。

２．室内整理の過程

　2008年₅月下旬、白栄金先生の指導の下、我々はⅠM17号墓鉄製甲冑堆積に対する室内

調査を開始した。全鉄製甲冑堆積は長さ112㎝、幅108㎝、高さ30㎝ほどの箱内にあり、そ

の範囲は約90㎠、堆積の厚さは18㎝前後である。四隅の大きな小札片の状態は比較的良か

ったが、多くはすでに散乱しており、中央の小札片は錆び固まり合った残塊を除いて多く

がひどく破損し、具体的な配置がわかる状態ではなかった（図二）。冑は東南部にあり、

すでに破損し破片となっていたものの多くは状態は良好で、比較的大きな破片であったた

め、すでに取り上げて修復をおこなっている（以下詳述）。

　室内整理の主な作業は、堆積中の小札片を科学的に取り上げることである。以前室内整
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理を行ったⅠM5号墓鉄製甲冑堆積と比べ、ⅠM17号墓の堆積は前者と大体同じとはいえ、

小札片の破損および残存度は前者よりひどく、小札片の接合・復元難度もまた、より大き

い （₂）。このことから、既往の室内整理の経験を参考とするとともに、小札片の取り上げ

工程をさらに細かくした。主に、鉄製甲冑堆積の輪郭図上にセットとなる小札片の部位を

書き入れることで、各組小札片間の横方向の平面位置関係と縦方向の重複関係を考察しや

すくした。

　今回の整理における基本原則は、堆積を区に分けて位置を記録、組に分けたナンバリン

グ、範囲の確定、層を追った取り上げである。その基本作業の過程は以下の通りである。

　箱の四辺の枠を基準とし、グリッドを設定して区に分割→組（Ａ、Ｂ、Ｃ…）に分割し、

番号（通し番号₁、₂、₃…）を付与→デジタルカメラで俯瞰撮影（スケールを上に置く）→

モノクロ図の打ち出し（Ａ₄用紙）→パソコンでのデータ整理（各日₁つのファイルを作成し、

日付を明示し、その日撮影した写真を入れて番号をふる）→モノクロ図と照合かつ取り上げ範

囲を決定→取り上げ登録表に記入→取り上げ部の略図を書き入れる→典型小札片（塊）の

選別、接合、土や錆のクリーニング→写真撮影（あるいはスキャン）、図化→小札片の綴じ方、

配列構造の検討→小札片を板紙で模造し、綴り合わせる→復元報告の執筆編集。

　整理過程の中で、取り上げをおこなう₁組の小札片すべてに対して₂枚の図と₃枚の表、

すなわち「各組小札片の配列、分布平面図」（印刷したモノクロ図を元にする）、「各組小札

片の取り上げ位置の略図」（手書き実測）、「小札片の取り上げ登録表」、「典型小札片（塊）

登録表」（番号、取り上げ時間、区、組番号、小札片番号、重量、裏表の向き、堆積状況、保存

状態、取り上げ範囲、図番号、写真番号、備考を含む）、「小札片取り上げ写真登録表」を作

成した。そして、可能な限り多くの発見と鉄製甲冑堆積の一次情報を保存することを目的

とした。

₃．小札片の型式分類

　ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積の整理過程で取り上げた各種鉄製甲冑片は、全部で2233片（大

多数は残片）、104組である。これら小札片の形態は、円首片（すなわち上円下方形の小札片）、

方首片（すなわち長方形の小札片）、特殊片の₃類に分けることができる。これらを形・

孔・規格の違いを考察し、ⅠM5号墓小札片の型式分類を参考にすると、これら₃類の小

札片を17型式に分類することができる。そのうち円首片は12型式、方首片は₃型式、特殊

片は₂型式に分かれ、各型式小札片の孔は一般的に₇～15個である。₁枚の小札片の規格

と重量の個体差はやや大きく、小型片は幅と長さが₃～₅㎝前後で、大型片は3.5～17㎝

以上に達する。もっとも軽いものは5.5g、もっとも重いものは66.2gである。小札片の型

式分類を整理したものが図三と表₁である。
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₄．関連遺物

　ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積の共伴遺物は全17点である。このうち冑は小札片の整理に先行

して修復しており、その他が整理過程中に次々と発見された。

ａ．冑　₁点
　ⅠM17：21-1　破損資料で、修復済みである。詳細は後述する。

ｂ．馬冑　₁点
　馬冑ⅠM17：21-2　100片以上の細片に破損していた。詳細は後述する。

ｃ．鉸具　計₉点
　いずれも鍛造。₂種類に分けることができる。₁つは計₈点で、形と構造は同一である。

多くは平面がＵ字形、断面円形（まれに稜角の立つ方形もある）を呈する縁金で、縁金両端

の扁平な部分に穴をあけて軸を通し、刺金をつなげている。

　X11712　縁金と横軸は共に一部欠損、刺金は欠失する。縁金の残存長3.1㎝、幅約2.9㎝、

厚さ0.6㎝前後（図四−₅）。

　L104　一部欠損。縁金の残存長2.6㎝、幅3.1㎝、刺金の残存長2.1㎝、厚さ約0.7㎝（図

四−₈）。

　s763　刺金が一部欠損。縁金に付着物あり。縁金の残存長3.4㎝、幅3.4㎝、厚さ0.7㎝、

刺金の残存長2.1㎝（図四−₃）。

　j555　刺金欠損。縁金の長さは3.7㎝、幅2.5㎝、厚さ0.6㎝（図四−₂）。

ⅠM17：21-01　ほぼ完形。縁金の残存長3.2㎝、幅約2.6㎝、刺金の長さは3.1㎝、厚さ

0.6㎝前後（図四−₉）。

　o12078＋₁　縁金は一部欠損。断面は稜角の立つ方形に近く、その一端には軸が残存す

る。縁金の残存長3.1㎝、幅約2.3㎝、断面長・幅0.7㎝前後（図四−₄）。

　s790　₃段に裂け、刺金が外れている。縁金の残存長3.9㎝、幅は不明、厚さ約0.6㎝、

刺金の残存長3.3㎝（図四−₆）。

　y943　刺金は欠損し、帯板の腐食が著しい。断面円形の青銅棒をＵ字形に曲げて縁金

を作り、鉄板を折り返して帯板を作る。縁金の残存長2.7㎝、幅約2.4～2.8㎝、厚さ0.3㎝

（図四−₇）。

　もう₁つは₁点のみである。一部欠損するが、他と比べてやや大きい。

　e11883　縁金の一端と帯板はともに一部欠損し、両面に残片の付着がある。縁金は平面

Ｕ字形で断面円形を呈する。縁金両端はやや幅広く扁平で、そこに₂つの孔を穿ち、外形

Ｔ字形・断面円形の刺金と横軸を挿し入れ、横軸は折り返した帯板につながる。縁金の残

存長6.7㎝、幅約4.1㎝、刺金の長さは5.3㎝、厚さ0.7㎝前後（図四−₁）。
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ｄ．帯銙　₂点
　d11874　銙板、環ともに一部が欠損する。鍛造。円形の銙板表面には鋲の痕跡があり、

背面には黄褐色の皮痕が残る。一方の端には舌【銙板下縁から突出し、折り曲げて遊環をと

めた部分】で留めた遊環が残っている。直径3.1～3.3㎝、厚さ0.2㎝前後。舌の残存長0.5

㎝、幅0.4～0.7㎝（図四−10）。

表₁　ⅠM17の典型甲片分類表

番号 整理番号 型式 大きさ（㎝）
長さ×幅（幅）−厚さ 孔の数 重量 残存状況 形状 備考

₁ z1017 Ⅰa 4.2×2.8−0.2 ₇ 5.5 完形 円首

₂ z1061 Ⅰb 5.5×2.7−0.2 ₇ 8.4 完形 円首

₃ z965＋1 IIa 5.2×2.6−0.2 ₇ 7.1 完形 円首

₄ m11995 IIb 4.5×2.5−0.2 ₈ 5.7 完形 円首

₅ k551 IIIa 6.9×3.9−0.2 ₉ 14.9 完形 円首

₆ B9 IIIb 5.9×4.2−0.3 ₈ ？ 完形 円首 残片の付着
あり

₇ P11414 IV 8.7×（2.8-3.1）−0.3 ₇ 21.1 欠損有 円首

₈ M11367 Ⅴ 9.6×（2.9-3.5）−0.2 ₈ 24.5 完形 円首 残片の付着
あり

₉ W11610 VI 10.2×（2.0-2.8）−0.3 ₇ 19.5 やや欠損有 円首

10 Y11711 VII 9.1×1.9−0.3 15 ？ 完形 円首 単体片では
ない

11 J72 VIII 10.1×2.6−0.2 12 16.5 完形 円首

12 T11512 IX 11.1×3.4−0.2 11 26.1 欠損有 円首

13 C11819 Ⅹ 15.9×（3.2-4.3）−0.4 12？ 66.2 完形 円首

14 E27 Ⅺ 14.3×2.5−0.3 11 ？ 欠損有 円首 単体片では
ない

15 y12291 Ⅻ 17.6×3.5−0.3 ？ ？ 欠損有 円首 単体片では
ない

16 d490 XIIIa 9.4×2.9−0.2 ₉ 22.9 完形 方首 残片の付着
あり

17 n1245 XIIIb 9.6×（2.3-2.6）−0.2 11 15.8 欠損有 方首

18 I1275 XIV 9.6×3.9−0.2 ₈ 24.4 欠損有 方首

19 W11544 XVa 10.7×3.3−0.3 ₈ 28.2 完形 方首

20 y954 XVb 11×（3.0-3.8）−0.2 ₉ 29.2 やや欠損有 方首

21 y955 XVc 11.4×（3.0-3.6）−0.3 11 29.9 欠損有 方首

22 t12182 XVd 11.1×3.9−0.3 13？ 33.1 欠損有 方首

23 K89 XVI 11×3.5−0.3 ₉？ 30.5 完形 特殊形 残片の付着
あり

24 d11868 XVII 7.9×（2.4-2.8）−0.2 ₃？ 10.9 欠損有 特殊形
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　D11148　遊環が欠失する。鍛造。円形の銙板表面に₃個の鋲があり、一方の縁に舌が

残る。直径3.1㎝、厚さ0.3㎝前後（図四−11）。

ｅ．屣釘　₂点
　a370　腐食が著しく、歯釘［スパイクの釘］₂つが欠失する。鍛造。四角形に近い環の

みが残り、環の上に歯釘₁つが残る。環の残存長7.1㎝、幅6.9㎝、断面幅1.2～1.8㎝、平

均的な厚さは0.8㎝前後である。歯釘の残存高3.6㎝、厚さ1.2㎝（図四−14）。

　Z358　腐食が著しく、環は一部欠損。鍛造。四角形に近い環の上には₃個の円柱形の

歯釘が垂直にのびる。環の長さ6.6㎝、幅5.6㎝、断面の平均的な幅1.5㎝、厚さは0.8㎝前

後である。歯釘はいずれも高さ3.5㎝、厚さ0.8㎝前後（図四−13）。

ｆ．鉄鏃　₂点
　遺物番号はb374とv'  310である。このうち₁点は完形に近く、先端は鑿状を呈する。茎

は錐状に作られ、木質が残る。長さ11.3㎝、刃の幅1.5㎝、平均的な厚さ0.8㎝前後。別の

₁点は両端が共に欠損し、残存長11.5㎝、幅0.8～1.4㎝、厚さ0.8～1.4㎝（図四−12・15）。

₅．検討

（₁）小札片のグルーピングと分布
　ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積の整理過程において、我々は整理番号順に2223片の小札片を

104組に分け、各組を大文字と小文字26個のアルファベットを順にふって区別した。その

前半の52組はそれぞれＡ、Ｂ、Ｃ組とａ組、ｂ組、ｃ組と表記し、後半52組はA1、B1、

C1とa1、b1、c1組と表記し、個別の状況に応じてアルファベットの右上方にアポストロフ

ィーを加え、k' 、Y' などのように表記した。破損が極めてひどいものと、整理中で観察で

きない₇組の小札片を除き、その他97組の小札片の概況は図五、六、七と表₂に示した。

それら図表をもとに整理すると、以下の通りである。

　円首小札片の中で数が比較的多いのはⅠ型（Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰdの諸亜式を含む）小札片

で、やや小型の魚鱗状を呈する資料で、主に₁～₄区と₆区中のｐ、ｖ、ｚ-z' 、K1、L1、

S1、a1などの組でみられる（表₂−38・44・48・57・58・64・72）。VII型小札片は主に₅、

₈区のX1組でみられる（表₂−69）。VIII型小札片は主に₁、₂、₄、₅、₆、₈区中の

Ｉ、Ｊ、Ｑ、Ｘ、Ｙ-Y' 、R1、W1、Z1、r1、z1などの組でみられる（表₂−₉、10、17、

23、24、63、68、71、89、97）。

　方首小札片の中で数が比較的多いものにはXIII型（XIIIa、XIIIbを含む）小札片があり、

主に₄、₅、₇、₈区中のＣ、Ｔ、ｃ、k-k' 、ｎ-n' o、Y' などの組でみられる。XV型（XVa、

XVb、XVc、XVdを含む）小札片は、主に₁～₄区中のＭ、F1、o1、v1、x1などの組でみら

れる。以上から、これらは主に₁、₂、₄、₅、₈区内に集中していることが分かる。
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　表₂に示した97組の小札片のうち、小札片の型式が単一かつ組の小札片が30片以上（以

下、小札片番号にしたがう。）であるものは全部で₇組ある。すなわちＹ-Y'  組（₈・₉区、

43片、VIII型）、ｋ- k'  組（₄・₇区、77片、XIIIb型）、ｐ組（₆区、30片、Ⅰb型）、ｚ組（₄

区、84片、Ⅰ型）、I 1組（₅・₈区、113片、XIV型）、S1組（₁・₂区、36片、Ⅰb型）、X1組

（₅・₈区、96片、VII型）である（表₂−24、33、38、48、56、65、70）。小札片の型式から

みると、円首小札片のⅠ、VII、VIII型と方首小札片のXIIIb、XIV型が多いことが分かる。

　₂種類以上の型式の小札片かつ組内の小札片が30片以上であるものは、C1組（35片、小

札片型式不明）、e1組とk1組（共に30片、小札片型式は全て未確定）を除くと全部で₈組ある。

すなわちＴ組（₄区、38片、XIIIa,XVI？型）、q型（₆区、48片、Ⅰb？、II型）、ｓ組（₂・

₃区46片、XVI型とその他型式未確定の小札片）、ｖ-v'   組（₄区、48片、Ⅰa、XIIIb？型）、R1

組（₂・₃区、36片、VIII、XVｂ？、XVI？型）、W1組（₄・₅区、63片、VI、VII、VIII型）、

s1組（₁・₂区、33片、VIII型、XVI）、w1組（₁、₂区、33片、VI？、VIII型）である（表₂

−19、39、41、44、63、68、90、94）。全体的にみて、この₈組の小札片は主に₁～₄区に

分布しており、小札片型式はVIII型小札片がもっとも多い。

　ここで言及しておかなければならないのは、小札片を組に分割して番号を付し、取り上

げる過程において、整理しやすくするために、できるだけ形が同じ小札片を一組にすべき

であったことである。一組の小札片に多くの小札片型式が含まれる原因を作ることになっ

たのは、甲のある部位が₂型式以上の小札片からなる可能性以外に、小札片の錆がひどか

ったために、小札片型式の識別が難しく、また破片同士が付着していたことによる。

　以上、表₂に示した各組小札片（塊）は、頭部が破損したものを除き、図版₁から図版

₄にすべて掲載した。

（₂）小札片の配列、重なり、綴じ方
　これらの点については、「典型塊」から説明できる。「典型塊」とは、形と構造が同一の

小札片からなり、さらには本来の綴りを維持する複数の小札片の組成を指す。選別した円

首小札片からなる₃組の典型塊（A₄-₇、Y'  429-434、F39-47）では、いずれも右が左の上

に載る。すなわち小札頭部を上にした場合、左側小札片の右縁は右側小札片の左縁の上に

重なる。このような順次左から右への重なり合いは一つの横列を構成し、Ⅰb、Ⅺ、VIII

型小札片の綴り方に反映される。その綴り合わせの痕跡と綴り方を復元したものが図八で

ある。

　選別した方首小札片からなる₂組の典型塊のうち、縦方向に₃孔並ぶ側が頭部であり、

横方向に₂孔が並列する側が小札下端である。綴り方は円首小札片と同じである。C19-

22を代表例とし、XIIIa型小札片の綴り方の代表例でもある。威し方についてはその痕跡
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が非常に少ないものの、典型塊E34-38でうかがいみることができる（図九−₅・₆）。

　もし小札片と小札片間の重なりをある種の平面的な横方向の重なりとみるのであれば、

数列の小札片を綴った甲の一部位の重なりはある種、縦方向の重複関係であり、これらの

重なり方は図五から図七の図に示したとおりである。図の二重縁線は取り上げ時の箱の四

辺である。その内側の太線は、鉄製甲冑堆積の輪郭線である。図中のグリッドは、箱上側

にひいた「井」字形の基準線で、套箱内の鉄製甲冑堆積の平面を₁～₉区に等分し、鉄製

甲冑堆積中の各小札片組間の相互位置と重複関係を確定しやすくするものである。アルフ

ァベット表示のある、多くの不規則形の図形は、各小札片組の鉄製甲冑堆積平面上におけ

る位置と分布範囲を示している。諸小札片組の位置と範囲は、上から下へ整理した順序に

沿って示したことによって、異なる区内の各組小札片間および同一区内の異なる組小札片

間の縦方向の重複関係（すなわち上層小札片組と下層小札片組）を客観的に示すことができ

た。例えば、₄区は各組小札片の重なりが比較的集中する区である。この区内には、Ｔ組

（XVI？、XIIIa型）、Ｕ組（Ⅺ型）、K'   組（XIIIb型）、ｖ組（Ⅰa、XIIIb？型）、ｚ組（Ⅰa、Ⅰc

型）、J 1組（？型）、W1組（VIII、VII、VI型）、X1組（VII型）という、計₈組の小札片が直

接的な重複関係、すなわちＴ→Ｕ→ K'  →ｖ→ｚ→J 1→W1→X1組の関係にある。もし組ご

との小札片を₁領の甲の残骸とするのであれば、ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積は少なくとも₈

領の甲堆積からなるということである（図五−₂～図六−₈）。そのほかにも、₅区と₈区

のＴ→Ｋ- k'  →ｎ-ｏ→ o'  →I 1→X1組、₄区と₅区のA1→J 1→W1→X1組、₆区と₉区の

b1→c1→k1→j 1組は₄層が重なった例である（図六−₆・₇、図六、図八−10）。

（₃）ⅠM17号墓小札片とⅠM5号墓小札片の形の比較
　ⅠM5号墓における重装騎兵装備の復元に関する研究では、番号を付して数えた3156片

の小札片を23型式に分類した （₃）。ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積の整理では、我々は番号をふ

って数えた2323片の小札片を17型式に分類した。両者を比較すると、ⅠM17号墓中には、

ⅠM5号墓と型式が同一あるいは類似する型式が10種類ある（図十）。

　上述のように、ⅠM17号墓の円首小札片は、Ⅰ型とVIII型がその主要な型式である。両

者はそれぞれⅠM5号墓のⅠ、II、Ⅴ型式と同じである。ⅠM17号墓のⅠ型式はⅠaとⅠb

に細分される。これはまた、「魚鱗片」と呼ばれるもので、よくみられる型式の一つであ

る。ⅠM17号墓の方首小札片は、XIII型とXV型がその主要な型式である。このうちXIII型

はXIIIaとXIIIbに細分され、これらはそれぞれⅠM5号墓のXIII型、XX型と基本的に同じ

ものである。ⅠM17号墓のXV型は₄つに細分でき、このうちXVd型のみがⅠM5号墓のXVII

型とやや類似する。

　これ以外に、注意すべき型式がある。
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　一つ目はⅪ型である。この型式は円首小札片に属すが、小札片は細長く、側面は湾曲す

るやや特殊な形状で、₄・₅区のＥ組とＵ組中のみにある（図三−14、表2−5 ・ 20）。これ

はⅠM5号墓中のIII型と同じだが、ⅠM5号墓鉄鉱復元報告の中でこの型式小札片の用途

を説明しておらず、疑問である。ⅠM5号墓のような、側面が湾曲する小札片と良く似た

小札片は平均で長さ12㎝、幅2.8～3.3㎝あり、長さが14.3㎝あるⅠM17号墓Ⅺ型より明ら

かに短いものの、その用途（甲の腰付近に復元されている）は参考になる （₃）。このように、

長大な湾曲する小札片を腰付近の小札片とする製作法は、大阪長持山古墳出土の₅世紀の

挂甲で同様の例がみられる （₄）。

　二つ目はXVI型である。この特殊形片はⅠM5号墓のXIX型と同一であり、それぞれ₁、

₂、₃、₅、₈区のＫ、Ｌ、ａ、r1、D1、E1、h1、l  1、s1組中にみられる。数は比較的少

なく、かつ多くがその他型式の小札片と₁ヶ所に混在する。このうち₅・₈区のｒ組（15

片）と₂・₃区のh1組（10片）は、XVI型のみからなる₂つの小札片組である。保存状態か

らみて、錆がひどいだけでなく、配列もまた、不規則である（図六−₅、図七−₉）。Ｋ、

Ｌ、q1、s1組中の特殊形小札片はいずれも冑残片が位置する箇所および付近でみられ、頸

甲と関係するようである。そのうち典型塊R11452-1454の側面は湾曲し、Z354-355の中の

355番小札片の形状は独特で、それぞれ頸甲の背面中央の合わせ目部分の小札片であるよ

うだ（図版四、₂）。もしかするとⅠM5号墓の頸甲の復元に新たな証拠を提供したのかも

しれない。

　以上の基礎的な比較を通じて、以下の₂点を指摘することができよう。

　その一は、ⅠM5墓と比べてⅠM17墓は前者と同様に、円首小札片が主体を占めるとは

いえ、方首小札片の数が明らかに多い。表₂に列記した97組の小札片のうち、方首小札片

のみで構成された組は全部で20組、円首小札片のみで構成された組は39組を確認すること

ができ、両者はそれぞれ全小札片組の21%と40.2%を占める。ⅠM5号墓小札片では、こ

のような統計をとったことがないが、23型式の典型片のうち、XVII型小札片を除いて、Ⅰ

M7墓のXIII、XIV、XV型のような稜が明瞭な方首小札片はみられないようだ。

　その二は、図十中に示したⅠM7号墓とⅠM5号墓の比較可能な12種の典型例のうち、形

状が同じものは半分ほどを占めるだけである。ⅠM5号墓のⅩ～XVIII型は、基本的にⅠ

M7号墓にみられない。そしてⅠM7号墓小札片中では、稜が明瞭な方首小札片以外に、Ⅹ

型やⅪ型のような長大で重厚な小札片もまた同様にみられない。このため、両者の小札片

群の全体的な形態においては、その相違性は共通性よりも大きい。

（₄）重装騎兵防御具の一部復元
　ⅠM5号墓重装騎兵防御具の小札片と比べて、ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積中の小札片の錆
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はさらにひどく、その小札片型式も異なるものが多いが、冑と馬冑の共伴、甲（Ⅰ型小札

片に代表される「魚鱗片」）、馬甲（Ⅹ型、XII型、方首小札片を代表とする比較的長大な小札

片）が共存する現象は、いずれもその重装騎兵装備の性質を物語っている。ⅠM5号墓重

装騎兵甲冑の復元研究の基本的な方法は、実証復元と推定復元の両種に分けることができ

る。実証復元の重要条件には、甲の型式、重なり合い関係、片数と列数（同型小札片の分

布範囲と配列面積にもとづく）、綴り合わせ痕（横方向の片と片、縦方向の列と列）がある。

このうち片の数は復元対象の幅を決定し、列の数は復元対象の長さを決定し、縦方向の威

し方はその構成の特徴（板状の構造かあるいは伸縮する構造か）を決定する。推定復元はす

なわち、上述の条件が欠けるなかで、復元対象の残骸遺構に基づいてその他関連あるいは

類似資料（すでに発表された関連図像、模型、その他復元研究の成果等）を参照して行った部

分復元である。

　ⅠM17号墓小札片の欠損と腐食度はⅠM5号墓より深刻で、そのため以下では特定部分

に限った復元を試みた。

ａ．冑と甲の両部分を含む騎兵甲冑
　①　冑　鋲留。原位置はⅠM17号墓の被葬者足下西南隅の鉄製甲冑堆積上にあり、出

土時にはすでに破損しており、完形片ではなかった。修復を経て、この冑は全部で₉片か

らなり、上部は幅広く、下にいくほど広くなる台形状の鉄板片によって構成され、側面観

は円錐台状に近いことが分かった。鉄板の平面形は縦方向に細長い台形で、縦断面は緩く

Ｓ字形に湾曲する。冑正面の下端は₂つの弧が連なる目出し窓状をしており、等距離に₇

つの孔が穿たれる。この鉄板を中心として左右両側の鉄板は後ろに順次重ねて丸くおさめ、

下端付近に₂～₃個の小孔が横に並ぶ。冑後面の閉じ口は別の一片を内側からあてて繋ぎ

合わせ、鉄板が重なり合う箇所は基本的に₃個の鋲で留めている。高さ19.9㎝、底部直径

23.6～24.2㎝、頂部開口部の直径7.6～8.9㎝、厚さ0.4㎝前後。冑正面中央の鉄板を起点

として、時計回りに全片を順次₁～₉号片とした（図十一右上）。各鉄板の形状、規格、綴

じ方は以下の通りである。

　₁号片は上部が狭く、下部は幅広く、下端には₂つの弧が連なった目出し窓と₅個の鋲

孔がある。長さ20.5㎝、幅4.2～11㎝、厚さ0.3㎝。

　₂、₃、₄、₅、₇、₈、₉号片はそれぞれ₁号片の両側に並び、このうち₂、₃、₄、

₅号片が左、₇、₈、₉号片が右である。綴じ方は、₁～₅号片は左が右の上になり、₁、

₉、₈、₇号片は右が左の上になる。この他に、₁号片と重なる₂号片と₉号片の下端は

いずれも、目出し部分の角を丸くしている。各鉄板の側縁同士は縦方向に₃個の鋲で留め

ている。各鉄板の長さは21.5㎝、上幅4.0～4.2㎝、下幅8.5～11.5㎝、厚さ0.25㎝。

　₆号片はおよそ正面₁号片と対応する冑背面真中の位置にある。片は明らかに幅が狭く、
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₁号片両側から綴じてきた₂組の片の合わせ目の片である。長さ21.5㎝、幅3.5～7.0㎝。

　この他に、共伴資料としてⅠa型とⅠb型小札片22片があり、その錣小札片の一部であ

ろう。王振江はかつて、各小札は円形部分を下に向け、上に順次重ねて綴じあわせた₃列

からなる綴甲に復元した。このうち₁、₂列は共に25片、下の列は23片、各列は中間の小

札片を基準として、左半分は右小札片が左小札片の上に重なり、右半分は左小札片が右小

札片の上に重なる配列を考えた。全長52㎝、幅はいずれも10.7㎝。復元結果はⅠM5号墓

冑の錣と基本的に同じである （₅）（図版五）。

　これまでに復元された十六国期の₃点の鉄冑のうち、ⅠM5号墓と朝陽十二台郷88M1号

墓で出土したものは頂部の閉じた封頂式で、唯一ⅠM17号墓のもののみが塞がっていない

「透頂式」で、この特徴は河北省臨漳県の鄴南城で出土した北朝期のII鉄冑と同じである （₆）。

このような独特な形は冑の頂部装飾と関係しており、IM17号墓の冑のような形態は、お

そらく何らかの頂部装飾のために開いていた可能性がある。

　②　甲　ⅠM5号墓重装騎兵防御具の復元結果からみて、小札片型式がやや小さな円首

小札片（すなわちIM5号墓のⅠ、II型小札片で、いわゆる「魚鱗片」）は人甲を構成する最も

主要な小札片の形である。ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積中では、ⅠM5号墓のⅠ、II型小札片

と基本的にⅠ型小札片の数は比較的少なく、主に₆区ｐ組、₅区A1組、₄区ｚ組、₆・

₇区K1、L1組、₂・₃区a1組中でみられるが、それ以外では、その他の型式のｖ-v'   組、

ｙ組、q1組の中で散見される（図五−₄、図六−₆・₇・₈）。

　これらⅠ型小札片組のうち、₄区ｚ組の片の数がもっとも多く、全部で84片を数える。

小札片は図三、₁～₃を参照されたい。この組の小札片は鉄製甲冑堆積の南部分にあり、

冑の右側で馬冑残片層の下で押し潰されている。魚鱗状に並び、全部で約12列の横列があ

り、最も長い横列は小札片12片前後であり、分布範囲は長さ31㎝、幅12～25㎝前後である

（図六−₅・₆、図十二−₁・₂、表₂−48）。綴り合わせの状況からみて、円形片首が上を

向く時、小札片同士は左片が右片の上に載り、すなわち横列は一律に右から左へと重なる。

各横列間の上下関係は下列が上列の上に載り、すなわち下から上へと重なっている。この

組の小札片排列は密集かつ整然としており、周囲の縁もまたかなり明瞭で、ひとつの独立

した甲単位であったのだろう。その小札片の型式、配列の特徴（魚鱗状）、全体形をもと

に判断するならば、この組の小札片は甲上の上腕を覆う部分であったようで、その原形は

ⅠM5号墓の袖の復元のようであったかもしれない（図十二−₃）。その他各組のⅠ型小札

片は分布がまばらであるだけでなく形状もまた不規則で、散乱した甲の残骸であろう。

ｂ．馬冑と馬甲の両部分を含む防御具
　①　馬冑　鋲留。ⅠM17：21-2は、破損により100余片を数え、これら残片はそれぞれ

₁区と₄区に堆積していた。Ｎ組とｖ-v'   組に属し、番号はそれぞれN133～147、v826～
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873とv'   874～909で、それぞれ冑とk'   組小札片の下で押し潰されていた（図五−₃、図六−

₅）。両組残片は隣り合うといえども接合資料はなく、このため本来の馬冑はおそらく破

壊を受け残片となった後に墓内に副葬されたと推定される。また、形状が不規則な残片が

k'  、G1組中に散見される。これらはおそらく馬冑と関係するだろう。これら残片の中には、

個体が比較的大きかったり（接合後資料を含む）、あるいは特徴的な形態の破片が40片前後

ある。片が比較的小さく、接合不能かつ形状が不規則な残片を除くと、馬冑残片上にみら

れる形態の復元ライン、破片の形状、鋲留め等の加工状況にもとづき、それを₃類に分け

ることができる。

　₁類は環状で、平面は長方形に近く、付着物が多くみられる。計₄点で、X340、s806、

v826、A11066である。後者₂点は保存状態が比較的良く、いずれも円柱状の鉄棒を曲げ

て長方形に近い環状に作り、一端はやや幅広く、一端はやや狭い。このうちX340（891と

接合して₁点になる）は、付着した残片上にさらに鋲留めした鈕痕跡がある。平均して、

長さ7.5㎝、幅3.6㎝、厚さ0.8㎝前後である。これら環状製品は面覆い部と頬当を連結す

るための鉸具であろう（図十三）。

　₂類は縁の折返しあるいは湾曲の残片である。例えばN141＋146は₂つの直辺をもち、

このうち₁つの直辺付近の折返し帯には鋲痕がある。片の残存長6.9㎝、幅9.8～10.4㎝。

N137は₂つの直辺と孔₁つがあり、このうち比較的短い直辺を折りたたんで厚みを加え

ると共に背面に向かって弯曲する。残存長10.9㎝、残存幅5.2㎝。これら残片は馬の鼻面

鼻梁部分にあたる馬冑面覆い部の残片のようである。

　₃類は弧状の辺をもつか、あるいは背面に鋲の痕跡のある残片である。例えばK'  620は、

両側辺が弧辺で、その二辺の間も弧辺で、背面には残片の付着（鋲留めか）がある。残存

長11.2㎝、残存幅7.4㎝。類似する残片にはさらにV272とy944がある。その形と構造の特

徴から推測して、馬冑両側の頬当の縁にあたる湾曲部分であろう。さらに湾曲度がかなり

強い残片にG11182～1183、N142などがあり、おそらくそれぞれ面覆い部の額部残片と端

部の護唇部であろう。

　これら馬冑残片のうち、注目に値するのは前述した₄点₁組の鉸具で、以前発見されか

つ修復されていた₂セットの比較的完全な馬冑のうち、朝陽十二台出土資料（88M1：56）

だけでなく北票喇嘛洞出土資料（ⅠM5：49）でもまた、このような面と頬板を連結する金

具が完形で出土することはなかった。このうち前者はごくわずかに少量の痕跡が残ってい

たが、後者は復元したものである。このため、ⅠM17号墓では馬冑の全体形は復元できな

かったが、その発見は馬冑各部位の空白をうめる意義を有していた。

　全体的に見て、この馬冑は厚さ0.4㎝前後の鉄板を材料として、裁断、鋲留め、鍛打に

よって形成され、その全体形と構造は喇嘛洞ⅠM5号墓出土馬冑（ⅠM5：49）と基本的に
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同じである。復元後のⅠM5号墓馬冑を参照すると、前述したⅠM17号墓馬冑残片から推

測される本来の馬冑上の部位は、図十四に示すとおりである。

　②　馬甲　一般的に長大かつ幅広い小札片である。保存状態の比較的良好なW1とX1組

小札片にもとづき、言及する。

　W1組は鉄製甲冑堆積南部の₄区にあり、大部分が馬冑残片層の下で潰れていた。小札

片の数が比較的多く、かつ配列の原形が比較的よく保存されていた組の₁つであり、番号

はW11554～1616、合計63片である。小札片型式はVI、VIII型の両種を含む（図七−₉・10、

図三−₉）。この組の小札片は横₃列が現存しており、もっとも長い横列は全部で23片、

その大きさは、長さ42㎝、幅27.5㎝前後である（図十五−₁、表₂−68）。綴り合わせの状

況からみて、頭部を上にする場合、小札片同士は右片が横の左片の上になり、すなわち横

列は一律に左から右へと重なっている。各横列間の上下関係は、下列が上列の上になり、

すなわち下から上へと重なっている。

　X1組は鉄製甲冑堆積中部の₅区と₈区にあり、その南端はW1組小札片の下にあって重

なっている。配列の原形が比較的よく保存された一組の小札片で、番号はX11617～1712、

計96片ともっとも多く、すべてVII型の単一型式である（図三−左10）。この組の小札片は

横₃列が現存しており、もっとも長い横列は全部で36片、その大きさは長さ45㎝、幅21㎝

前後である（図十五−₁、表₂−69）。このうち最上一列の右端には、さらに鉸具₁点が残

っていた（図四−₇）。綴り合わせの状況からみて、頭部を上にした場合、小札片同士は

左片が右片の上になり、すなわち横列は一律に右から左へと重なっている。各横列間の上

下関係は、W1組と同じである。

　この₂組の小札片を一つに綴り合わせると、ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積の中で配列がもっ

とも整然とし、その大きさもまた最大の甲の一単位で、横方向の長さは45㎝、縦方向₆列

の長さは46㎝前後である。小札片型式、配列の特徴（₃列のやや幅の狭いVII型片と₃列の

やや幅の広いVI、VIII型片を綴り合わせる）、全体形から復元すると、この小札片は具装、つ

まり馬甲の一部で、ⅠM5号墓出土馬甲と同様の形態であったと考えられる（図十五−₃）。

（₅）その他、関連した問題
ａ．方首小札片について
　前述したように、比較的多くの方首小札片の出土がⅠM17号墓鉄製甲冑堆積の一つの顕

著な特徴である。各方首小札片組の鉄製甲冑堆積中の位置からみて、小札片型式が比較的

単一に揃い、数も比較的多く、かつ分布が相対的に集中する方首小札片からなる組群は、

₈・₉区のｂ、ｃ、ｄ組、₄・₅・₇区のk- k' 、Ｔ、v' 組、₅・₈区の o' 、I1、Y1組、₁

～₃区のt1、v1、x1組である。この他に、関連する₂、₃、₅、₆区内では、さらに方首
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小札片組の可能性のあるｌ、ｓ、ｔ組がある（図五、₃、₄；図六、₅、₇、₈；図七、11、

12）。各小札片組間の縦方向の重複状況からみて、₅・₈区に位置するＴ→ｋ- k' →ｎ、ｏ

→ o' →I1→X1組を例に挙げることができるように、全₆組の小札片が₆層に分かれて重な

っており、このうち最後の一組は円首小札片（X1組）の上に重なる（図十六）。これらの

組の小札片のうち、基本的な小札片型式はいずれも規格が比較的小さなXIII型片で、長さ

9.5㎝、幅2.5㎝前後のものである。鉄製甲冑堆積中の各層小札片の錆がひどいため、各組

小札片間で直接的な接合関係が見えることは極めて少ない。

　既存資料のなかでは、ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積の方首小札片と類似し、かつ年代もかな

り近いものは、内蒙古呼和浩特の二十家子前漢城址で出土した鉄製甲冑の小札片があるの

みである （₇）。二十家子の鉄製甲冑において、方首小札片（報告では方形片と称している）

は一領のほぼ完全な人間用の甲を構成する。この甲の小札片は長さ10.5㎝、幅3.4㎝前後（₈）、

その規格はⅠM17号墓のXIII型片（一般的に長さ9.5㎝、幅2.8㎝前後）に近いが、威孔がや

や多く18～20孔あり、ⅠM17号墓の方首小札片はわずか₉～11孔である。この他に、咸陽

の楊家湾の陶俑上でもまた同様の方首小札片がみられ、防護胸と背部に用いられた小札片

である （₉）。Ⅰ型とII型の人身甲の小札片がⅠM17号墓鉄製甲冑堆積中では比較的少なか

ったことから推測すると、この種の比較的小さなXIII型方首片は、人間用の甲の小札片の

一部であるか分からない。

ｂ．XVII型小札片について
　鉄製甲冑堆積東北縁に位置する₆区と₉区のd1組XVII小札片で、ⅠM5号墓鉄製甲冑堆

積中ではみられなかった、あらたな型式である（図三−24）。この型式の小札片は全部で

16片あり、帯状の配列をなし、一端には一つの銙環（1875。整理中のため未見）がある。堆

積中の分布面積は長さ23.5㎝、幅₄～₈㎝前後である。これら小札片の頭部はいずれも欠

損があるものの、下端部は直線的で、縁を包んでいた痕跡がある。小札片はいずれも上向

きに湾曲し、片と片の間の側縁は多くが重なり合う。この組の特殊形片の片尾はb1組中

部分と共に比較的よく残っており、かつ配列の整ったVIII型円首小札片の片尾と互いに

「接続」する。b1組小札片の下にはまた₁層のc1組Ⅹ型円首小札片が重なっている（図十七）。

d1組特殊形片の本来の形態からみて、甲の「短領」部分によく似ている。しかしながら、

もし個体が比較的大きなd1組とc1組小札片を馬甲の小札片とみるのであれば、これら特殊

形片もまた馬身甲と関係するだろう。d1組特殊形小札片が馬甲のどの部位にあたるかにつ

いては、現在のところ正確に指摘することはできないが、今後、関連資料の発見と復元研

究において、注目に値するあらたな資料である。

ｃ．鉸具と帯銙
　ⅠM17号墓鉄製甲冑堆積の整理過程中に、鉸具と帯銙を計15点発見した。この他に、こ
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れと類似する遺物が今回の整理前に₈点発見されていた。その出土位置はいずれも鉄製甲

冑堆積内にあるため、いずれも本堆積と関係する資料であるに違いない。これらのうち、

₂点の鉄鏃を除くと、その他に鉸具、帯銙、屣釘等があり、数だけでなく種類の上でも、

いずれもⅠM5号墓に副葬された重装騎兵装備に共伴した関連遺物とみられる。

　₉点の鉸具のうちe11883のみ規格が比較的大きく、形状は特殊で、用途上もまたその他

の比較的小さい鉸具と異なっている。帯銙₂点は、それぞれd11874とD11148である。出土

位置からみて、両者はいずれも比較的大きなAb型鉸具の付近、すなわちe11883のあった

₆区と隣の₉区で発見された。この他にⅠM17号墓発掘時に鉄製甲冑堆積範囲内で₄点の

帯銙が出土している（ⅠM17：41-1、2、3、4）。これら帯銙は鉸具e11883と一組になり、Ⅰ

M4号墓とⅠM13号墓等で出土した鉸具と帯銙の組成と一致する （10）（図十八）。

　その他₈点の鉸具はいずれも比較的小さく、かつ形状と構造も一致し、すべてDa型に

属す。これらはⅠM17：21-01を除き、いずれも異なる小札片組の中から発見されている。

₄区南部にy934、₈区中南部にX11712、₆区と₉区の境界箇所にe11883があった（図₅−

₃ ・ ₄、図₆−₅ ・ ₆・₈、図₇−₉ ・ 10）。このうちy943は縁金が青銅製で刺金が鉄製の

青銅環鉄鉸具で、y944馬冑残片と連なり（つながり合うといえる）、X11712は列に並んだX1

組VII型小札片の側縁にあった。その他の鉸具についてはいまだ小札片と直接連結するも

のがみつかっていないが、共伴する小札片型式を詳細に検討すると、すべての鉸具はいず

れも円首片の小札片組の中で発見されており、方首片の小札片組の中で発見されていない

ことが分かった。この他に、馬冑の頬当上で銅製鉸具を使用する状況はまた、十六国期馬

具工芸の研究のためにあらたな実例を提供した。

ｄ．屣釘について
　ⅠM17号墓から合計₃点が発見され、このうち₂点はそれぞれ₈区のａ組とＺ組の両小

札片組中でみつかっており、その形と構造は前述したとおりである（図四−13・14）。その

歯釘をもつ環状の平面形は靴のかかと部と同じであり、サイズもまた近いが、環上には柱

状の釘がある。そのためそれをひとまず「屣釘」と呼ぶことに異論はないだろう。ⅠM17

号墓を除くと、喇嘛洞墓地のそのほかの大型墓の中で、このような屣釘はⅠM5号墓での

み発見されている （11）。屣釘は一般的な副葬品ではなく、重装騎兵装備を有する死者の墓

内にのみそれを副葬できたかのようにみえる。両墓に副葬された屣釘の形態と構造は基本

的に同じだが、前者はいずれも歯が₃本、そして後者は歯が₃本のものもあれば₅本のも

のもある。歯環の合わせ目部分は重なるように作っているが、その接合部位は同じ位置で

はない。このような副葬位置からみて、屣釘は重装騎兵装備に関係すると思われるが、そ

れがどのような用途をはたしたのかについては、さらなる検討が待たれる。
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₆．小結

　ⅠM5号墓重装騎兵装備の復元研究の結果、墓内の鉄製甲冑堆積は人甲と馬甲を壊した

後に一緒に積み重なって形成されたようだということであった。これは決して完全な一セ

ットではなく、その中にはまた戦時の破損といわゆる「毀器」習俗の影響した要素がおそ

らくあったということがあきらかとなった。この点に関しては、今回のⅠM17号墓鉄製甲

冑の整理過程において再び証明された。例えば、同一区内に分布する馬冑残片と頸甲と思

われる特殊形片は、小札片が連なった状態にある場合は非常に稀で、多くが帯状で不規則

な形状分布を示していた。

　考古学的調査を経て発見された各種遺物において、鉄製甲冑堆積はもっとも整理が難し

い種類のものということができ、この遺物の前で手をこまねいて無策であったり、あるい

は処理が不適当であったりしたことから、多くの遺憾と教訓を生んできた。幸いなことに、

白栄金先生を代表とする熟練修復専門家が各地で出土した古代鉄製甲冑に対して一連の著

しい成果と復元研究を進め、一歩一歩かなり成熟した経験と定着した作業過程、比較的完

全かつ科学的な処理方法を作り上げてきた。今回のⅠM17号墓鉄製甲冑堆積に対しておこ

なった整理は、ⅠM5号墓重装騎兵防御具の復元研究を継ぐもので、それら経験と方法を

手本として参照し、喇嘛洞墓地で出土した鉄製甲冑堆積に対して第二回目の科学的かつ組

織的な室内整理をおこなった。その腐食度の深刻さと保存状態の悪さはⅠM5号墓をうわ

まわり、ⅠM17号墓重装騎兵装備の本来の姿を復元することは出来ていないが、大量の小

札片に対する科学的考察と系統的な取り上げを通じて、今後、関連する復元研究に対して

有益な参考と手本例を提供することができたと信じている。

付 記　ⅠM17号墓の発掘隊長は、当時遼寧省文物考古研究所副所長であった故・張克挙

先生である。鉄製冑と小札の整理・復元者は、中国社会科学院考古研究所技術室のベテラ

ン修復専門家である王振江先生である。この度の室内整理開始時の2008年₅月には、中国

社会科学院考古研究所技術室を退職された専門家の白栄金先生もまた、現場を訪れご指導

くださった。その後の整理過程においても、電話等の方法で何度も先生からご教示いただ

き、疑問・難問を解決することができたことで、整理・執筆作業をへて本報告の完成へと

いたった。ここに深謝いたします。

　なお、本文は万欣が執筆し、撮影・作図は穆啓文、白雲燕、万欣が分担した。また、鉄

製甲の接合修復と保存処理は万欣、趙代盈、肖俊涛がおこなった。
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（11）同註（₁）。
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をもつ被葬者であることを示している。
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12
片 片 塊

89
91

＋
92

10
1-

10
4

XV
I

XV
c

XI
II

30
.5 33

特
殊

形
方

首
円

首

？ 11
？ ？

₁ ₁ ₄

┴ ┬ ┬

右
が

左
の

上
完

形
完

形
に

近
い

₂
片

が
完

形
に

近
い

図
₃

−
23

図
₆

−
₅

図
₉

−
₄

下
縁

に
縁

を
包

ん
だ

痕
跡

が
あ

る
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号
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号

通
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号

片
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げ
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囲

（
長

×
幅

、
㎝

）
種

類
通

し
番

号
型

単
片

重
量

片
形

孔
片

の 数
面

の
向

き
小

札
の

重
な

り
残

存
状

況
略

図
備

考
そ

の
他

12
L

₁
10

4-
11

6
13

24
×

11
片 片

10
7

11
2

XV
I

？
16

.5
特

殊
形

狭
長

₉ ？
₁ ₁

┬ ┬
完

形
に

近
い

両
端

欠
損

図
11

−
₁

10
4は

鉸
具

₂
片

接
合

、
完

形
片

な
し

13
M

₁
11

7-
13

4
18

20
×

10
塊 塊

12
3-

12
4

13
0-

13
3

VI
II

XV
b

円
首

方
首

12
？ ₉

₂ ₄
┴ ┴

右
が

左
の

上
右

が
左

の
上

₁
片

完
形

₂
片

完
形

図
₆

−
₆

図
₉

−
₅

縁
を

包
ん

だ
痕

跡
が

あ
る

円
₅

、
尾

₁
14

N
₁

13
5-

14
7

13
16

.5
×

13
塊

13
5-

13
6

XI
II

a 
?

方
首

₉
？

₂
右

が
左

の
上

₁
片

完
形

図
₉

−
₆

13
7,

13
8

14
0-

14
3は

馬
冑

残
片

15
O

₁
14

8-
15

8
11

₈
×

₇
片

15
5

VI
II

17
.7

円
首

12
₁

┴
比

較
的

よ
く

遺
存

図
₆

−
₇

付
着

物
あ

り

16
P

₄
15

9-
18

5
17

27
×

14
塊

16
8-

16
9

？
方

首
？

？
₂

┬
右

が
左

の
上

片
首

欠
失

略
塊

の
底

辺
に

縁
を

包
ん

だ
痕

跡
が

あ
る

方
₄

、
尾

₄

17
Q

₄
18

6-
20

1
16

18
×

15
片

18
6

VI
II

14
.1

円
首

12
？

₁
┴

完
形

図
₆

−
₈

18
R

₄
20

2-
20

8
₇

₈
×

₇
片

20
3

XI
II

a 
?

14
.6

方
首

₁
┬

完
形

に
近

い
図

₉
−

₇
付

着
物

あ
り

円
₃

、
尾

₄
19

T
₄

21
5-

25
2

38
45

×
₅

-2
4

片 片
21

5
22

6＋
22

8
XV

I 
?

XI
II

a
27

.1
14

.6
特

殊
形

方
首

₈
？ ₉

₁ ₁
┴ ┬

完
形

に
近

い
比

較
的

よ
く

遺
存

図
₉
−
₈
,

₉
残

片
の

付
着

あ
り

円
₂

、
尾

₂

20
U

₄
25

3-
27

1
19

20
×

18
片

25
6＋

26
3

Ⅺ
円

首
？

₁
┬

半
分

弱
が

欠
損

図
₆

−
₉

円
₄

、
尾

₁
21

V
₄ ₇

27
2-

31
0

29
23

×
13

.5
39

×
₈

-1
4

塊 塊
29

1-
29

5
30

5-
30

7
IV

 ?
XI

II
a 
?

円
首

方
首

₇
？ ？

₅ ₃
┬ ┴

右
が

左
の

上
右

が
左

の
上

₂
片

完
形

完
形

に
近

い
図

₆
−

10
図

₉
−

10
27

2は
馬

冑
残

片
、

31
0

は
鏃

円
₂

、
尾

11

22
W

₄
31

1-
32

9
19

10
×

17
.4

片
31

9
VI

II
？

円
首

₁
₁

┴
半

分
弱

が
欠

損
図

₆
−

11
円

₆
、

尾
₇

23
X

₄
33

0-
34

5
16

28
×

7.
5

片 塊
33

0-
33

2
VI

II
円

首
12

₃
┬

右
が

左
の

上
₂

片
完

形
図

₆
−

12
34

0は
棒

状
に

連
な

る
尾

₆

24
Y  Y
' 

₈
,₉

41
6-

45
8

43
48

.3
×

₆
-1

2
片 塊

43
8

42
9-

43
5

VI
II

VI
II

18
.3

円
首

円
首

12 12
₁ ₆

┬ ┴
右

が
左

の
上

完
形

₄
片

完
形

図
₆

−
15

図
13

−
₃

革
と

綴
り

合
わ

せ
痕

あ
り

方
₂

、
尾

₈
25

Z
₈

34
6-

36
0

15
16

.5
×

11
片 塊

36
0

35
4-

35
5

II
I

XV
I？

円
首

特
殊

形
₆

？ ？
₁ ₂

┴ ┴
左

が
右

の
上

完
形

に
近

い
₁

片
完

形
図

₆
−

13
図

11
−

₂
35

8は
屣

釘
方

₂
、

尾
₂

26
a

₈
36

1-
39

2
10

17
×

₅
片 塊

36
2

36
9-

37
0

XV
I

II
特

殊
形

円
首

₁ ₂
┴

右
が

左
の

上
ひ

ど
く

欠
損

比
較

的
よ

く
遺

存

図
11

−
₃

37
0は

屣
釘
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り
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げ
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囲

（
長

×
幅

、
㎝

）
種

類
通

し
番

号
型

単
片

重
量

片
形

孔
片

の 数
面

の
向

き
小

札
の

重
な

り
残

存
状

況
略

図
備

考
そ

の
他

27
b

₉
37

1-
39

2
22

45
×

₄
-1

5
片 塊

38
4-

38
6

XV
a 
?

方
首

？
₃

┴
左

が
右

の
上

₂
片

が
完

形
に

近
い

図
₉

−
11

縁
と

角
を

包
ん

だ
痕

跡
が

あ
る

方
₃

、
尾

₂
。

37
4は

鉄
鏃

28
c

₈
39

3-
41

5
23

18
×

₄
13

×
₄

片 塊
41

0
XI

II
a

22
.3

方
首

？
₁

┴
完

形
図

₉
−

12
残

片
の

付
着

あ
り

方
₈

、
尾

₃
29

d
₈

,₉
45

9-
48

5
28

47
×

₅
-1

2
片 塊

47
0

48
1-

48
2

XI
II

a
XI

II
a 
?

22
.9 ？

方
首

方
首

₉ ₉
？

₁ ₂
┴ ┴

完
形

半
分

欠
損

図
₉

−
13

付
着

物
あ

り
方

₂
、

尾
₄

30
e

₉
48

6-
49

0
₅

₈
×

₃
-₆

円
首

い
ず

れ
も

破
損

が
ひ

ど
い

略
円

₂
、

尾
₁

31
f

₅
,₆

49
1-

51
6

22
25

×
₃

-1
3

片 塊
54

0
51

0-
51

2
？

VI
II

 ?
？

狭
長

円
首

？ 12
？

₁ ₃
┬ ┴

右
が

左
の

上
両

端
欠

損
₁

片
完

形
略

図
₆

−
16

綴
り

合
わ

せ
痕

あ
り

32
j

₉
54

4-
56

0
17

24
×

₄
-2

6
片 塊

55
1

54
5+

54
7

II XV
d 
?

14
.0

23
.8

円
首

方
首

？
11 13
？

₁ ₁
┴ ┬

完
形

半
分

弱
が

欠
損

略
縁

を
包

ん
だ

痕
跡

が
あ

る
55

5は
鉸

具

33
k  k'
 

₄
,₇

56
1-

63
7

59
+1

8
12

×
13

48
×

₇
-2

8
片

61
1

XI
II

b
13

.3
方

首
11

？
₁

┴
半

分
弱

が
欠

損
図

₉
−

14
方

12
、

尾
19

34
l

₅
,₆

66
8-

68
8

21
40

×
11

片 塊
66

8-
68

9
？

？
方

首
？

？
┴

右
が

左
の

上
？

ひ
ど

く
欠

損
略

方
₁

、
尾

₆
35

m
₅

73
1-

74
6

16
27

×
₅

塊
73

2-
73

7
VI

II
円

首
12

？
₆

┬
右

が
左

の
上

₄
片

完
形

図
₇

−
₄

背
面

に
綴

り
合

わ
せ

痕
あ

り

尾
₃

36
n-

n' 
₅

,₈
12

39
-

12
60

22
17

×
10

13
.5

×
8.

5
片 塊

12
45

XI
II

b
17

.3
方

首
円

首
11

？
┴

欠
損

図
₃

−
17

円
₃

37
o-

o' 
₅

,₈
12

11
-

12
38

12
61

-
12

73

28 13
15

×
₈

-1
2

36
×

12
片 片 塊

12
35

12
71

12
67

-
12

68

XI
II

b
XI

II
b

XI
V

20
.1

20
.3

方
首

方
首

方
首

11
？ ₉ ₉

₁ ₁ ₃

┴ ┴ ┴

右
が

左
の

上
完

形
に

近
い

完
形

に
近

い
₂

片
や

や
欠

損
あ

り

図
10

−
₃
,

₄
,₅

残
片

の
付

着
あ

り
方

₂
、

円
₁

、
尾

11

38
p

₆
,₉

63
8-

66
7

30
26

×
11

片 塊
66

0
63

8-
64

1
Ⅰ

b
Ⅰ

b
9.

1
円

首
円

首
₇ ₇

₁ ₄
┬ ┬

右
が

左
の

上
完

形
に

近
い

₂
片

完
形

図
₇

−
₁

図
₆

−
17

付
着

物
あ

り
綴

り
合

わ
せ

痕
あ

り

方
₂

、
円

₄
、

尾
₅

39
q

₆
68

9-
73

0
48

23
×

₇
-1

7
片 塊

72
3

70
7-

70
8

Ⅰ
b 
?

II
円

首
円

首
？ ₉
？

？ ₂
┬ ┬

右
が

左
の

上
ひ

ど
く

欠
損

₁
片

破
損

図
₇
−
₃
,

₂
縁

を
包

ん
だ

痕
跡

あ
り

方
₁

、
円

10
、

尾
₉

40
r

₅
,₈

74
7-

76
1

15
23

×
₅

-1
2

片 塊
75

9-
76

0
XV

I
特

殊
形

？
₂

┬
右

が
左

の
上

？
半

分
弱

が
欠

損
図

11
−

₄
全

て
特

殊
形

片
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番
号

組
区

番
号

通
し

番
号

片
の 数

取
り

上
げ

範
囲

（
長

×
幅

、
㎝

）
種

類
通

し
番

号
型

単
片

重
量

片
形

孔
片

の 数
面

の
向

き
小

札
の

重
な

り
残

存
状

況
略

図
備

考
そ

の
他

41
s-

s' 
₂

,₃
76

2-
80

7
46

39
×

₄
-1

3
片 塊

76
5-

76
7

76
9-

77
1

80
6-

80
7

？ ？ XV
I

方
首

？
？ 特

殊
形

？ ？ ？

₂ ₃ ₂

┬ ┴ ┴

左
が

右
の

上
右

が
左

の
上

左
が

右
の

上
？

半
分

弱
が

欠
損 ひ

ど
く

欠
損

半
分

弱
が

欠
損

図
11

−
₅

76
3,

79
0は

鉸
具

方
₂

42
t

₃
80

8-
82

5
18

15
×

12
片

80
8+

80
9

XI
II

a 
?

？
方

首
？

┴
半

分
欠

損
図

₉
−

15
₂

片
接

合
方

₁
、

円
₂

43
u

₅
,₆

13
09

-
13

15
₇

13
×

₅
-₉

片 塊
13

13
VI

II
 ?

16
.7

円
首

12
₁

┬
完

形
に

近
い

図
₇

−
13

44
v  v'
 

₄
82

6-
87

5
87

6-
90

9
48

41
×

36
片 塊

83
9

88
7-

88
8

Ⅰ
a

XI
II

b 
?

6.
2

円
首

方
首

₇ 12
？

₁ ₂
┴ ┴

右
が

左
の

上
完

形
₁

片
完

形
図

₇
−

₅
図

₉
−

16
馬

冑
残

片
を

含
む

、
82

6
と

90
8は

棒
状

に
連

な
る

方
₂

、
円

₅
、

尾
10

45
w

₁
,₄

91
0-

92
5

16
30

×
₃

-1
0

塊 塊
92

0-
92

1
92

2-
92

3
XI

II
b

VI
II

方
首

円
首

10
？ ？

₂ ₂
┴ ┬

右
が

左
の

上
右

が
左

の
上

完
形

に
近

い
ひ

ど
く

欠
損

図
₉

−
17

図
₇

−
₆

方
₂

、
円

₁
、

尾
₁

46
x

₁
92

6-
94

2
17

25
×

₆
-2

3
塊

93
4-

93
5

？
円

首
？

？
₂

┴
左

が
右

の
上

？
欠

損
略

93
9は

馬
冑

残
片

円
₄

、
尾

₄
47

y
₄

,₇
94

3-
95

9
17

26
×

₅
-1

2
片 塊 片 塊

94
8

95
6-

95
7

95
4

95
1-

95
2

Ⅰ
b

Ⅴ
 ?

XV
b

XI
II

b

9.
2

29
.2

円
首

円
首

方
首

方
首

？

₇ ₇ ₉ 10
？

₁ ₂ ₁ ₂

┴ ┴ ┬ ┴

右
が

左
の

上
右

が
左

の
上

完
形

₁
片

完
形

完
形

破
損

図
₇
−
₇
,

₈ 図
₃
−

20

94
4,

94
5は

馬
冑

残
片

、
94

3は
鉸

具

48
z

₄
96

0-
10

62
84

31
×

12
-2

5
片 片 片

10
17

96
5+

₁
10

61

Ⅰ
a

Ⅰ
c

Ⅰ
b

5.
5

7.
1

？

円
首

円
首

円
首

₇ ₇ ₇

₁ ₁ ₁

┴ ┴ ┬

完
形

完
形

完
形

図
₃
−
₁
,

₂
,₃

円
29

、
尾

₉
、

完
20

49
A

1
₅

10
63

-
10

80
18

27
×

₃
-1

2
片

10
66

+₁
Ⅰ

b
8.

6
円

首
₇

₁
┬

完
形

図
₇

−
₉

こ
の

う
ち

10
66

は
棒

状
に

連
な

る

方
₂

、
円

₄
、

尾
₂
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C 1

₆
10
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-

11
30

35
20

×
₄

-1
4

片 塊
11

26
？

？
円

首
₇

？
┴

半
分

弱
が

欠
損

図
₇

−
10

方
₇

、
円

₈
51

D
1

₉
11

31
-

11
52

22
26

×
₃

-2
6

片 片 片

11
31

11
38

11
39

XV
I

II
VI

II
 ?

？ ？ ？

特
殊

形
円

首
円

首

？ ？
₁ ₁ ₁

┬ ┴ ┬

？
半

分
欠

損
ひ

ど
く

欠
損

図
11
−
₆

図
₇
−

11
,

12

18
48

は
帯

銙
方

₃
、

円
₅

52
E 1

₃
11

53
-

11
77

25
18

×
₉

-1
6

片 片
11

53
11

56
XV

I
XV

b 
?

？
特

殊
形

方
首

？
₁

┬ ┬
？

ひ
ど

く
欠

損
ひ

ど
く

欠
損

図
11

−
₇

略
方

₂
、

尾
₃
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番
号

組
区

番
号

通
し

番
号

片
の 数

取
り

上
げ

範
囲

（
長

×
幅

、
㎝

）
種

類
通

し
番

号
型

単
片

重
量

片
形

孔
片

の 数
面

の
向

き
小

札
の

重
な

り
残

存
状

況
略

図
備

考
そ

の
他

53
F 1

₁
11

78
-

11
81

₄
13

×
₇

塊
11

78
-

11
81

XI
II

b
方

首
10

₂
┴

右
が

左
の

上
₁

片
完

形
図

₉
−

18

54
G 1

₂
11

82
-

11
93

12
21

.5
×

₅
-1

4
片

11
84

？
？

未
見

略
多

く
は

馬
冑

残
片

方
₁

、
円

₃
、

尾
₂

55
H

1
 H

1' 
₁

11
94

-
12

10
17

28
.5

×
₃

-₈
塊 塊 片

11
94

-
11

99
8

12
07

-
12

09
12

10

XI
II

a 
?

XI
V 
?

XV
I

方
首

方
首

特
殊

形

₉ ₈
？ ？

₅ ₃ ？

┬ ┴ ┬

左
が

右
の

上
左

が
右

の
上

₂
片

完
形

₁
片

完
形

半
分

弱
が

欠
損

図
10

−
₁

図
11

−
₈

背
面

に
縁

を
包

ん
だ

痕
跡

が
あ

る

方
₅

、
尾

₁
、

完
₂

56
I 1

₅
,₈

12
74

-
12

86
11

3
38

×
10

.5
片 塊

12
75

12
82

XI
V

XI
V

24
.4

29
.5

方
首

方
首

₉
┴ ┬

完
形

に
近

い
完

形
に

近
い

図
₃

−
18

図
10

−
₆

方
₂

、
尾

₄

57
K

1
₅

,₆
13

16
-

13
41

26
21

×
18

.5
片

13
35

Ⅰ
a

8.
3

円
首

₇
₁

┴
完

形
図

₇
−

14
付

着
物

あ
り

円
₉

、
尾

₅

58
L 1

₆
13

42
-

13
63

21
20

×
15

片 塊
13

59
13

56
-

13
57

Ⅰ
a

Ⅰ
a

11
.2

円
首

円
首

₇ ₇
₁ ₂

┴ ┬
右

が
左

の
上

完
形

₁
片

完
形

図
₇
−

15
,

16
円

₇
、

尾
₈

59
M

1
₆

13
63

-
13

76
14

18
×

11
.5

片 片 片

13
67

+1
37

1
13

69
13

68
+1

37
0

Ⅴ II IV
 ?

24
.5

14
.9

円
首

円
首

円
首

₈ ₉   1
1?

₁ ₁ ₁

┬ ┬ ┬

完
形

完
形

半
分

弱
が

欠
損

図
₇

−
17

,1
8

付
着

物
あ

り
方

₁
、

円
₅

、
尾

₂

60
O

1
₅

,₆
13

93
-

14
02

10
15

×
12

片 塊
13

94
-

13
95

XI
II

a
XV

a 
?

？ ？
方

首
方

首
？ ₉

₁ ₁
┴ ┴

完
形

や
や

欠
損

図
10

−
₇

₂
片

が
接

合
尾

₂

61
P 1

₆
,₉

14
03

-
14

16
14

22
×

17
片 塊

14
14

14
16

IV
VI

II
 ?

21
.1 ？

円
首

円
首

₇
┬ ┬

？
完

形
半

分
欠

損
図

₃
−

₇
円

₂
、

尾
₅

62
Q

1
₃

14
17

-
14

32
16

19
.5

×
14

片
14

25
IV

？
？

円
首

？
┬

？
欠

損
図

₇
−

20
方

₁
、

円
₁

63
R 1

₂
,₃

14
33

-
14

68
36

39
.5

×
19

片 片 塊

14
47

14
62

14
52

-
14

54

XV
b 
?

VI
II

XV
I

22
.5

18
.7

方
首

円
首

特
殊

形

  1
0? 12 ？

₃
┴ ┴ ┴

右
が

左
の

上
？

完
形

完
形

両
端

欠
損

図
10

−
₈

図
₇

−
21

図
11

−
₉

方
₁

、
円

₃
、

尾
₄

64
S 1

₁
,₂

14
69

-
15

02
36

31
×

₉
片

14
84

Ⅰ
b 
?

8.
9

円
首

₇
┬

ほ
ぼ

完
形

図
₇

−
22

方
₃

、
円

₉
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番
号

組
区

番
号

通
し

番
号

片
の 数

取
り

上
げ

範
囲

（
長

×
幅

、
㎝

）
種

類
通

し
番

号
型

単
片

重
量

片
形

孔
片

の 数
面

の
向

き
小

札
の

重
な

り
残

存
状

況
略

図
備

考
そ

の
他

65
T

1
₂

15
05

-
15

08
15

17
-

15
25

₄
+₉

19
×

16
片 片

15
07

XV
c

IX
？

方
首

11
？

₁
┴ ₁

半
分

弱
が

欠
損

略
方

₁
、

尾
₄

66
U

1
₂

,₃
15

09
-

15
16

₈
31

×
18

.5
片

15
12

IX
26

.3
円

首
12

┬
完

形
図

₃
−

12
円

₅
、

尾
₄

67
V

1
₂

,₃
15

33
-

15
53

21
37

×
17

.5
片 塊

15
44

+₁
15

35
-

15
40

IX XI
V

？
円

首
方

首
11 ₈

？
₁ ₅

┴ ┬
右

が
左

の
上

半
分

弱
が

欠
損 ₃

片
完

形

図
₇

−
23

図
10

−
₉

22
25

-2
22

7
と

並
ぶ

方
₄

、
円

₆
、

尾
₈

68
W

1
₄

,₅
15

54
-

16
16

63
42

×
27

.5
片 塊 片 塊

15
93

15
59

-
15

60
16

10
16

12
-

16
13

VI
II

VI
II VI VI

17
.9

19
.5

円
首

円
首

円
首

円
首

12 12 ₇ ₈

₁ ₂ ₁ ₂

┴ ┴ ┴ ┴

右
が

左
の

上
右

が
左

の
上

完
形

ほ
ぼ

完
形

ほ
ぼ

完
形

ほ
ぼ

完
形

図
₈

−
₁

図
₇

−
24

図
₃

−
₉

図
₈

−
₂

₃
種

の
型

式
の

異
な

る
片

を
含

む

円
19

、
尾

18
、

完
₄

69
X

1
₅

,₈
16

17
-

17
12

96
45

×
21

片
17

10
-

17
11

VI
I

？
円

首
14

？
₂

┴
右

が
左

の
上

₁
片

完
形

、
縁

を
包

ん
だ

痕
跡

が
あ

る

図
₃

−
10

17
12

は
鉸

具
円

30
、

尾
38

、
完

₂
70

Y
1

₅
,₈

17
13

-
17

73
61

45
.5

×
21

.5
片 塊

17
15

XI
II

a
16

.5
方

首
₉

？
┬

？
ほ

ぼ
完

形
図

10
−

10
方

₂
、

円
₃

71
Z 1

₈
17

74
-

17
92

19
21

.5
×

11
片 塊

17
79

VI
II

15
.2

円
首

12
┬

？
ほ

ぼ
完

形
図

₈
−

₃
方

₁
、

円
₄

、
尾

₄
72

a 1
₂

,₃
17

93
-

18
16

24
31

.5
×

9.
5

片 塊
17

93
-

17
95

Ⅰ
b

円
首

₇
？

₃
┴

左
が

右
の

上
₁

片
完

形
図

₈
−

₄
円

₁
、

尾
₄

73
b 1

₆
18

22
-

18
46

25
44

.5
×

17
片 塊

18
31

VI
II

？
25

.1
円

首
₈

？
┴

完
形

、
付

着
物

あ
り

図
₈

−
₆

円
₆

、
尾

10
74

c 1
₆

,₉
18

17
-

18
21

18
47

-
18

58

₅ 12
33

×
16

片 塊 塊

18
19

18
20

-
18

21
18

58
+ 

1-
18

58
+₃

Ⅹ Ⅹ
？

66
.2

円
首

円
首 ？

12   1
2? ？

₂ ₃
┴ ┴ ┴

左
が

右
の

上
左

が
右

の
上

完
形

₁
片

ほ
ぼ

完
形 ひ

ど
く

欠
損

図
₃

−
13

図
₈

−
₅

方
₁

、
尾

₁

75
d 1

₆
,₉

18
59

-
18

75
16

23
.5

×
₄

-₈
片 塊

18
68

XV
II

10
.9

特
殊

形
┴

半
分

弱
が

欠
損

図
₃

−
24

18
74

は
帯

銙

76
e 1

₉
18

76
-

19
05

30
76

×
23

片 塊
18

84
+₁

IX
？

？
円

首
？

₁
┴

ひ
ど

く
欠

損
図

₈
−

₇
18

83
は

鉸
具

方
₁

、
尾

₅
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番
号

組
区

番
号

通
し

番
号

片
の 数

取
り

上
げ

範
囲

（
長

×
幅

、
㎝

）
種

類
通

し
番

号
型

単
片

重
量

片
形

孔
片

の 数
面

の
向

き
小

札
の

重
な

り
残

存
状

況
略

図
備

考
そ

の
他

77
f 1

₈
,₉

19
06

-
19

30
25

27
.5

×
1.

2
片 塊

19
12

VI
II

？
？

円
首

？
┴

？
ひ

ど
く

欠
損

図
₈

−
₈

円
₂

、
尾

₉
78

g 1
₈

19
31

-
19

42
12

19
.5

×
10

片 塊
19

42
？

？
円

首
？

┬
？

ひ
ど

く
欠

損
図

₈
−

₉
砕

け
た

破
片

が
残

存
79

h 1
₂

,₃
19

43
-

19
52

10
18

.5
×

1.
4

片 塊
19

52
XV

I
？

特
殊

形
？

₁
┬

半
分

欠
損

図
11

−
10

80
i  1

₂
19

53
-

19
66

19
10

×
12

片 片
19

65
19

61
XV

b
XI

II
a

20
.4

方
首

方
首

10 ？
┴ ┴

ほ
ぼ

完
形

半
分

弱
が

欠
損

図
10
−

11
,

2
方

₅
、

尾
₁

81
j  1

₈
,₉

19
67

-
19

80
14

21
×

14
片

19
70

XV
I？

方
首

  ₉
?

┴
半

分
弱

が
欠

損
図

10
−

13
方

₁
、

尾
₂

82
k 1

₅
,₆

20
31

-
20

60
30

39
×

11
片

20
52

IX
？

？
円

首
？

┴
ひ

ど
く

欠
損

図
₈

−
11

縁
を

包
ん

だ
痕

跡
が

あ
る

尾
₅

83
l  1

₃
19

81
-

19
94

14
19

.5
×

12
.5

片
19

81
+1

98
4

+1
98

5
XV

I
33

.7
方

首
  ₈

?
┬

ほ
ぼ

完
形

図
10

−
14

₃
片

接
合

方
₁

、
円

₃
、

尾
₄

84
m

1
₂

,₅
19

95
-

20
17

23
26

×
15

片 片
19

95
19

95
+₁

II VI
II

5.
7

22
円

首
円

首
₉  1
2?

┬ ┴
完

形
や

や
欠

損
図

₃
−

₄
図

₈
−

10
残

片
の

付
着

あ
り

85
n 1

₄
20

18
-

20
30

13
25

×
12

片
20

24
？

？
？

？
┴

ひ
ど

く
欠

損
略

片
尾

の
み

残
る

円
₄

、
尾

₄
86

o 1
₄

20
61

-
20

78
18

28
.9

×
15

片 片
20

68
20

72
XV

b
XV

c？
15 23
.2

方
首

方
首

  ₉
?

11
┴ ┴

ほ
ぼ

完
形

ほ
ぼ

完
形

図
10
−

15
,

16
20

78
+₁

は
鉸

具
方

₄
、

尾
10

87
p 1

₂
,₃

,
₅

,₆
20

79
-

21
00

22
33

×
₇

-1
3

片
？

？
円

首
？

大
部

分
が

欠
損

略
21

12
-2

12
1

は
特

殊
形

片
円

₅

88
q 1

₁
,₂

21
01

-
21

25
25

25
×

15
片 塊 塊

21
25

21
06

-
21

07
21

15
-

21
16

Ⅰ
b

Ⅰ
b

XV
I

11
.7 ？ ？

円
首

円
首

特
殊

形

₇ ₇ ？

₁ ₂ ₂

┬ ┬ ┬

左
が

右
の

上
左

が
右

の
上

？
完

形
₁

片
完

形
半

分
欠

損

図
₈
−

13
,

12 図
11
−

11

縁
を

包
み

綴
り

合
わ

せ
た

痕
跡

が
あ

る

円
₃

、
尾

₃

89
r 1

₁
21

26
-

21
45

20
30

×
₈

-2
1.

5
塊 塊

21
28

-
21

29
21

34
-

21
35

VI
II

VI
II

円
首

円
首

？
？ ？

₂ ₂
┴ ┬

左
が

右
の

上
左

が
右

の
上

半
分

弱
が

欠
損

図
₈

−
14

21
50

-2
15

4
は

特
殊

形
片

円
₂

、
尾

₅

90
s1

₁
,₂

21
46

-
21

78
33

38
×

10
-1

7
片 塊

21
55

21
56

-
21

57

XV
I

VI
II

？
特

殊
形

円
首

？  1
2?

₁ ₃
┬ ┬

右
が

左
の

上
半

分
欠

損
半

分
弱

が
欠

損

図
11

−
12

図
₈

−
15

円
₆
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番
号

組
区

番
号

通
し

番
号

片
の 数

取
り

上
げ

範
囲

（
長

×
幅

、
㎝

）
種

類
通

し
番

号
型

単
片

重
量

片
形

孔
片

の 数
面

の
向

き
小

札
の

重
な

り
残

存
状

況
略

図
備

考
そ

の
他

91
t 1

₁
,₂

21
79

-
21

98
20

20
×

₈
-1

3
片

21
82

XV
d

33
1

方
首

ほ
ぼ

完
形

図
₃

−
22

方
₃

、
尾

₃
？

92
u 1

₂
21

99
-

22
16

18
24

×
₅

-₉
片 塊

円
首

？
略

円
₃

、
尾

₆
93

v 1
₂

22
17

-
22

30
14

31
.5

×
₇

-1
1

片 塊
22

17
+2

20
6

XV
b

26
.8

方
首

₉
?

┬
ほ

ぼ
完

形
図

10
−

17
₂

片
接

合
方

₃
、

尾
₅

94
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表
註

（
₁

）
ｇ

組
51

7-
52

5（
₉

片
）、

ｉ
組

53
8-

54
3（

₆
片

）、
ｈ

組
52

6-
53

7（
12

片
）、

B 1
組

10
81

-1
09

5（
15

片
）、

J  1
組

12
87

-1
30

8（
22

片
）

の
小

札
は

い
ず

れ
も

錆
が

著
し

く
、

型
式

が
未

確
定

の
も

の
は

表
に

入
れ

て
い

な
い

。
Ｓ

組
20

9-
21

4（
₆

片
）

と
N

1組
13

77
-1

39
2（

16
片

）
小

札
は

整
理

中
の

た
め

、
観

察
で

き
て

い
な

い
。

　
　

こ
の

ほ
か

に
、

18
46

-1
85

8は
h 1

組
の

下
層

散
片

で
あ

る
。

（
₂

）
“＋

”
の

あ
る

表
示

は
、

₂
片

あ
る

い
は

₃
片

の
異

な
る

遺
物

番
号

の
小

札
片

が
₁

つ
の

小
札

に
接

合
し

た
こ

と
を

示
す

。
（

₃
）「

面
の

向
き

」
欄

内
の

“┬
”

は
小

札
片

正
面

が
上

を
向

く
こ

と
を

示
し

、
“┴

”
は

正
面

が
下

を
向

く
こ

と
を

示
す

。
（

₄
）

“右
が

左
の

上
”

は
₂

枚
の

重
な

り
合

う
小

札
片

が
片

首
を

上
に

向
け

た
と

き
、

右
側

小
札

片
の

左
側

が
左

側
小

札
片

の
右

側
の

上
に

載
る

。
そ

の
他

も
同

様
。

（
₅

）「
保

存
状

態
」

欄
内

の
“半

分
弱

欠
損

”、
“半

分
欠

損
”、

“ひ
ど

く
欠

損
”

は
、

そ
の

小
札

片
が

完
形

の
2/

3、
1/

2、
1/

3ほ
ど

で
あ

る
こ

と
を

示
す

。
（

₆
）

表
中

の
「

？
」

は
“の

よ
う

だ
”

あ
る

い
は

“不
確

定
”

を
示

す
。

（
₇

）「
そ

の
他

」
欄

内
の

“方
₃

、
円

₂
、

尾
₄

、
完

₂
”

は
そ

れ
ぞ

れ
“方

首
形

片
₃

片
、

円
首

形
片

₂
片

、
方

尾
₄

点
、

完
形

あ
る

い
は

ほ
ぼ

完
形

の
片

₂
片

”
を

示
す

。
そ

の
他

も
同

様
。
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