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古代史の 発展 と土 木技術者

Important　Role　of　Civil　Engineer　in　Ancient　History　Study

松 浦 茂 樹 （まっ う ら し げき）

　 建設省東北地方建設局　環境審査官

1． は じ め に

　 1988年 ， 九州佐賀 の 地で 卑弥呼が女王 で あ っ た邪

馬台国を連想 させ る吉野 ヶ 里遺跡 が発見 され ， 考古

学界の み な らず
一般 の 人 々 にま で 広 くセ ン セ ーシ ョ

ン をま きお こ し た。 こ の 後，た くさん の 人 々 が遺跡

の 見学に訪れ ， 古代ブーム を引き起こ して い る 。 ま

た遺跡か らは 多量 の 管玉 ， 銅剣な どが発見 され，マ

ス コ ミ を に ぎわ した 。

　 し か し ， ク ニ を支 え る物的基盤 に つ い て は あま り

報道され て い な い
。 それ は今後の 研究に待つ と こ ろ

が大 きい か らだ ろ うが ， 文献史学 ， 考古学 の 立場 か

らは ，
こ の 面 に つ い て あま り関心が示 され て い ず ，

政治 ・文化状況 の 研究に比 べ る と ， そ の 報告は驚 く

ほ ど少な い 。 だが政治 ・文化状況 は ， 物的基盤を基

礎 に置い て展開され る もの で あ る
。

こ れ の 理 解な く

し て は上す べ りにな る危険性 があ る と考え て い る 。

　地域社会を支える基本的な物的基盤 と して 二 っ が

あげられ る 。

一
つ が食糧 の 生 産で あ る 。 我 が国の 主

食糧生産 で あ る稲作の 出現は ， 紀元前 3 世紀か ら始

ま る弥生時代 ， ある い はそ の 前 の 縄文時代末期と
一

般的に い われ て い る 。 も う
一

つ が輸送手段で あ る。

自ら生産で きな い 物資は，他の 地域 か ら交易ある い

は略奪して 運ん で こ な くて は な らな い
。

　物的基盤 に関す る これ ら に つ い て の 研究が あま り

行われ なか っ た の は ， 文献等の 確固た る資料が残 さ

れ て い な か っ た こ とに よ ろ う。 ま た遺跡 と し て 出土

され る もの は 断片で あ り， 全体像を つ か む の に は想

像力を働か せ ね ばな らな い
。 そ の た め に は大地 を改

変 し，大地 を利用 す る当時 の 技術力 を的確 に 評価 し，

往古の 自然条件を読み とっ て推定せ ざ るを得な い
。

こ こ に大地の 自然の 総合的な理 解の も とに ， 大地の

整備 ・開発 を担当する土木技術者 の 出番が あ る。土
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木技術者 の 知識が， それ らの 理 解に役立 つ
。 さらに

また大地 に残 され て い る 痕跡を， 表面 的で な く土 の

中 ， 水 の 中に まで科学的 に最 も良 く把握で きる立 場

に い る の が土木技術者 と い っ て も過言 で は ある ま い
。

土木技術者が ， 古代史研究 の 発展 に対 し て 重要 な役

割 を果た せ る も の と確信 し て い る。

　 さ て筆者は土木技術 の 中で河川技術 を専攻する者

で ある。河川技術は治水 ・利水を 目的 とす るが ， 河

川は我が国の 社会 に重要 な意義 をもっ て い る。特 に

技術手段 が低 い 時代 に は，河川の 持つ 自然条件， そ

れ に対す る技術が社会 の 発展 を大 きく規定 し て い た 。

こ の た め河川開発史 と我 が国 の 歴史全体が深 くか か

わ る こ とに な る 。

　 こ の よ うな基本認識の も と に ， 古代の 政治 ・ 文化

の 中心地 で あっ た大和盆 地を主に対象 と し て ，古代

大和政権を支え た物的基盤 に つ い て 考え て い きた い
。

　検討の 焦点に あて る の は ， 河川 との か か わ りが深

い 水田開発と舟運 で ある 。 近 代にな っ て第 2 次産業

が勃興す る ま で ， 我が国 の 生産基盤 は長 い 間 ， 沖積

低地 の 水田 で あ っ た
。 河川 は

， 治水 ・利水面か ら沖

積低地で の 水田経営 と密接に関連 し て い た 。 ま た鉄

道網 が整備 され る 明治時代 の 中頃 ま で ，物資輸送面

で舟運 が大きな役割を も ち ， 内陸部の 輸送は河川舟

運 を主 に し て行 わ れ て い た 。 こ の た め河川を中心 に

水 田開発 と舟運 を検討す る こ とは，古代に お ける地

域開発の 基幹を明 らか にす る こ と と考 え て い る 。

　なおそ の 前に ，一般論 と し て地質と古代 の 開発 に

つ い て述 べ る 。

2． 古代 の 開発と地 質

花崗岩類 の 岩石 は ， 地 質年代的に第三 紀 の 中頃か

ら第四 紀に か け て の 激 し い 地殻運動に伴い 広 い 地域

にわ た っ て深部ま で圧力 を受 け ， 砂粒で あ る ま さに
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図
一 1　 目本 の 花崗岩 と ま さの 分布

1＞

な っ た と い われ て い る （ま さ化作用）。我 が 国 の 花

崗岩類は 多か れ少 なかれ ま さ化作用を受け て い る が ，

特 に花崗岩類の 分布が広 い 中国地方か ら近畿 ・中部

地方 に か け て ま さ化が著 しく進 ん で い る 。 日本列島

で こ の 状況 をみ た の が図一 11）
で あ る 。

　我が国社会 の 開発 に つ い て ，ま さ と の 関連で み る

と極め て 興味深 い こ とがあ る 。 それ は大和盆地周辺，

中国地方 の 吉備 ・出雲 ， そ し て 九州の 太宰府周辺 な

ど ， 我 が国 で古い 時代に 開発 され，古代 に大 きな力

を もっ た地域がま さ地帯 を背景に して い る こ とで あ

る 。 こ の た めま さ地帯は ， そ の 占め る面積 よ りは る

か に 大き く， 我が 国社会 に影響を与 え て き た 。

　ま さ地帯を背景 に し て 古代の 先進地域が展開 し た

の は ， そ れ な りの 理 由が あ る
2）。 そ の

一つ が ， こ の

地帯 で の 傾斜地畑作農業の 成立 で あ る 。 こ こ で は深

部ま で砂で あるた め ，降雨に よ り表土 が流出 し て も

容 易 に耕作可能で あ り， 永続的に畑作が行えた 。 耕

作 の 端緒は焼畑で あっ た ろ うが ， 古 い 時代か ら永久

畑 に転化 して い っ た もの と思わ れ る。

　次の 理 由 と し て ， そ して こ れ が最大 の 理 由と考え

て い る が
， 水田経営上 ， 水 の 管理 の便利 さで あ る 。

こ の 地質で は深部ま で 砂状 とな っ て お り保水力 が大

きく，渇水時で も流量 は相対的 に大 き い
。 こ の た め

谷部に広 く水田が開い て い た 。 ま た山地の 前面に展

開 し て い る沖積低地 上 の 水田 に ， 安定 し た用水を補

給 して い た。更に ま さ土 か ら な る沖積低地は ， 特に

扇状地 ， 自然堤防地帯 で
， あ る程度 の 勾配をもち ，

用水の 分配ま た排水が容易で あ っ た 。

　 3 番目の 理 由 と し て ，古代 の 技術 で 良質な鉄が確

保 で きた こ とで ある 。 含有量は低か っ たけれ ど磁鉄

鉱 を容易 に分離で き ， 品位の 高 い 砂鉄が得られ た の
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で あ る 。 こ の 砂鉄 を原料 と し ， 周辺 の 山地 の 大量 の

樹木を木炭に利用 し て 製鉄 が行われ た の で あ る 。

　 と こ ろが傾斜地農業， 鉄 の 生産は ， ま さ地帯 の 山

をはげ山に し た 。 ま さ地帯 の 山 は
一

たび は げ山に な

る と， そ の 表面土砂 が流 出す る た め我 が国 の 降雨状

況 で も樹木 の 生 長 は阻害され た の で あ る。多雨多湿

の 我が国 の 気候で は樹木 は容易 に繁茂する が ， ま さ

地帯で は そ うで な か っ た の で ある。昭和 の 初め ま で

各地 で は げ 山 が見 られ た が ， そ の ほ とん どは花崗岩

の ま さ地帯 で あ っ た。

　ま さ地帯 の 傾斜畑 ， は げ山か らは ， 永続的に砂状

の 土砂が激 し く流 出す る 。 花 崗岩ま さ地帯の特色で

あ るが， そ の 土砂 を河道内に押 さえ こ もうとす る と

天井川に な っ た 。 今 日で も出雲地方 の 斐伊川 ， 大和

盆地 の 河川 な ど ま さ地帯 か ら出て くる河川は著 し い

天井川 とな っ て い る 。

3． 大和 盆地の 古代の 開発

　 3．1　 自然条件 と概要

　奈 良県大和川流域 で は 同 じ よ うな流域面積 を持 っ

た い くつ か の 支川 が大和盆地 に流入 し， そ の 最低部

で 合流す る （図
一2）。 そ の 後 ， 約 7，7km に わ た る

亀 の 瀬の 峡谷部を経 て 河 内平野 へ 流 出す る。河川 か

ら見た大和盆地 の 特色 は ， 流域の 中で 平 地 面 積 の

図
一2　奈良県大和川流域概況図

土 と基 礎，40− 1（408）
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割 合が大き い こ と で あ る 。 大和盆 地をそ の 中に 含む

奈良県大和川流域で こ の 状況 を見る と ， 流 域 面 積

710．5km2 の うち平地 は 308．1km2 と ， 43．3％ を占

め て い る 。 すな わ ち大和盆地 の 河川 は山が浅 く， 山

地が平地 の 1．3 倍 しか な い と い うの が著 しい 特色で

あ る 。

　山が浅 い とい う条件は，安定 した用水が得に くく

用水の 確保 に 大 きな 困難が生ずる こ とを予想 させ

る 。 我が国で は平均的に 見て ， 安定 した用水を得る

に は 10〜20倍の流域面積が必要 であ る と言わ れ て い

る 。 こ の こ とと比較す る と ， 大和盆地 の 用水確保 の

難 し さが
一

層明確 に な る。 こ の 地形条件に ， 更 に降

雨状況が加 わ る 。 当地域は瀬戸内海気候 区に属す る

寡雨地帯 で あ っ て
， そ の 平均降雨量 は約 1390mm で ，

巨本全国 の 平均 1800mm と比 べ て か な り少 な い
。

大和盆地 は ， 自然条件 か ら見て用水確保に は困難 な

地域 で あ っ た 。

　 なお地質の 観点 か ら大和盆地 周辺 の 山地を 見 る

と，
こ こ は 保水力 の 大 き い 花崗岩の ま さよ りな っ て

い る 。
こ の た め 山地全体が安定し た貯溜地 と い っ て

よ い が ， 大和盆地全体 の 平地面積に比 べ る と流出量

は小 さ く，盆地全体に と っ て用水 を安定 させ る もの

で は な い
。

　 大和盆地の 河川 の 大き な特色は 著 し い天井川形態

で ある 。
こ の よ うな天井川形態 とな っ た の は，歴吏

的 な河川処理 の 結果で あ る 。
つ ま り大和盆 地内の 河

川 は人 為 の 力 が非常 に 大 き く， 自然条件に反 し て 造

りか え られ て い る。 こ の 状況を ， 明治時代の 地形 図

に基づ い て 概観し よ う。

　 人 為的 に造 られ た河川形態の 典型的な もの は ， 平

野南部 の 河川 の 配列で あ る （図一3）。 大和川 （初瀬

川）， 寺丿rL 飛鳥川 ， 曽我川 ， 葛城川 ， 高田川 は ほ

．ぼ南北 に平行し て走 っ て い る 。 例 えば初瀬川 を見る

と，山地を離れ て 北西 に 向か っ た 流れ が ， 大泉地先

で大 き く曲流 し て 北方に 向か う。 自然地形 で は，大

泉地先か ら吉田地先 の 布 留川北流合流点付近ま で南

東か ら北西 に か け て傾斜 して い る。 こ の た め北西 に

洵か うの が 自然 で あ る が ， 初瀬川は こ れ に全 く反 し

て い る。寺川 も同様で あ り， ま た酋 の葛城川 ， 曽我

川 に して もほ ぼ 同様で ， 平野部地形は東北に傾い て

い る が ， 両河川 は これ に反 して 北流する 。

　　こ の 状況 を図一 4 で 見る とよ り明確 と な る 。 こ の
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図
一3　盆地中央部 の 河道法線概況図

図は各河 川 の 集水地域 を示 し て い る が ， 飛鳥川 を除

い て 各河川 の 集水地域 は 河川 の 片
一方 に ほ ぼ限 ら れ

て い る。例 えば寺川 を見 る と，そ の 集水地域は 東側

の 寺川 と初瀬川 に 囲ま れ た地域 で あ り，両側 に は持

っ て い な い
。 自然地形 に照 らして み て ，

こ の 形態 は

不 自然で あ り，人為的に造 られ た結果 こ の よ うにな

っ た の で あ る。

　大和盆地南部の 河川 を更 に 詳細 に見 る と ， 激 し く

曲流 し て い る 。
こ れ らの 曲流部分で は ，近年の 河川

改修工 事で捷水路が造 ら れ ， 直線化され た 箇所 もい

図一4　 平野 部各河川 の 集水区域図
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くつ か ある。し か し それ 以前 の 状況を表し て い る 明

治41年 （1908年） の 地形図で は よ く読み と れ る。

　 こ の 状況 を初瀬川で見る と， 大泉地先か ら庵治地

先にか け て が甚だ しい
。 直線距離に し て 7km の 所

を12箇所 ， 北方 に 向か っ て い た の が東方 に
， ま た北

方 に と直角に 曲が っ て い る 。 こ の よ うな短 い 流路 で

の 数回の 直角の 曲が り は ， 飛鳥川の 今井地先，葛城

川 の 御所地先，曽我川 の 曲川地先な どに も見 られ る 。

こ れ らは東西 か ら南北 とい う条里の 方向が卓越 し て

い る 。

　大和盆地北部で 人工 が加わ っ た河川 と し て顕著な

の は富雄川で ある 。 富雄川 は ， 山あ い を流れ て い た

河道 が平野部 に 出る東城地先か ら即座 に西方の 山す

そ に押 し込 め られ る 。 自然地形 に従 えば岡崎川筋 を

流れ る の が妥当で あ る が
， 人為的に造 られ た結果 で

あ る 。だ が富雄川 は条里 の 方向とは 全 く関係 な い
。

　大和盆地 の 河川 は ， こ の よ うに人間 の 手が大きく

加 え られ て い る。 こ の 形態がい つ 頃で きた の かが重

要 な課題 で あ る が ， 筆者 は ， 古代 の 土地 区画割で あ

る 条里制施行 の 時 に は，す べ て で は な い がそ の 骨格

は整備され て い た と考え て い る 。 そ の 理 由 として ，

富雄川は別 と し て そ の河道法線 の 方向が
， 東西 ， 南

北 に卓越 し て い る こ と，図一 5 に み る平城京 の 復元

され た都市計画図 によ る と， 佐保川等 の 河川は 自然

］

卩
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、

地形に反 し て 整備され て い る こ と で あ る 。 更 に万葉

集第
一巻 の 79に次の 歌があ る

3）
。

　r或本 ， 藤原京 よ り寧楽宮 に遷 りし時 の 歌」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す

　 「大君の 御命か し こ み　 に きび に し　 家 を釈 て
こ も り く は く せ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くま 　 や モ

隠 国泊瀬 の川 に船浮 けて　わ が行 く川 の 川隈の 八十
く ま

隈 お ちず　万 度　か え りみ しつ つ 　王 桙 の 道行 き暮
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 み や こ

らし　あおに よ し 奈 良の 京 の 佐保川 に 　い 行 き至
　 　 　 　 　 ね　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　 さ や

りて 　わ が宿た る衣 の 上ゆ　朝夕夜 　清 かに見れ ば

　た へ の 穂に 　夜の 霜ふ り一々 岩床 と川 の 水凝 り
　 　 　 　 やず

冷 き夜 を息む こ とな く通 ひ つ つ 　作れ る家に千代ま

で来 さむ君と吾 も通 は む」

　 こ の 歌 は ， 藤原京か ら平城京 へ 遷都した和銅 3年

（710年）頃に作 られ た もの で あ る 。 藤原京 に い た農

民 な どが舟 で 初瀬川 を下 っ て 吐田辺 りか ら再び佐保

川を さか の ぼ り， 平城京の 建設に仕役 と して 行 っ た

様子 を読 んだ もの で あ る 。

　川隈 の 八 十 隈 とい う の は ，

「川 の 数多 くの 曲 り角

を
一

つ 残さず」 との 意味とい わ れ て い る 。 古代大和

盆地 の 河川は ， こ の 時，既に 激 し く曲流 し て い る こ

とが こ れ に よ りわか る 。

　なお条里の方 向に全 く反 し て い る富雄川で あ るが，

奈良時代に は条里 の 方 向に整備され て い た こ とが実

証 され て い る
4）

。

　こ の よ うに古代に 整備され た の は ， 古代 の 技術に

　　　　　　　　よ っ て 容易に河川の 処理 をし得た

　　こ とを示 し て い る。そ の 基本条件

図
一5　平城京復原図

は河川の 集水面積が小 さい こ とで

あろ う。 小 さい こ と に よ っ て ，対

処す る洪水 エ ネル ギ
ー

を中心 とし

た 自然の カ が弱か っ た の で ある 。

そ し て そ の 集水面積に比 べ て 沖積

低地は広 く，
こ こ が 農業生産の 揚

とな っ て い た 。

　3．2　農業開発 と河川処理

　大和盆地 の 各河川 の 灌漑状況 は

図一 6に示す が， 図一 4 の 集水区

域と比 較す る と興味深 い
。 集水 区

域 と灌漑区域 が重 な らな い の で あ

る
。 大和盆地南部 の 南北 に 並列 し

て い る初瀬川 ， 寺川 ， 飛鳥川 で 特

に顕著 な の で 具体的 に見よ う。

　初瀬川よ り東方 の 水 田 で は ， 大

土 と 基礎， 4e− 1 （408）
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図
一 6　平野部各河川の 灌漑区域図

和高原か らの 山水 を灌漑用水を使 い
， そ の 排水は初

瀬川 に行 う。 初瀬川 と寺川で囲まれ た地域 で は ， 初

瀬川か ら取水 し ， 寺川 に排水する 。 そ して 寺川 と飛

鳥川 に囲まれ た地城で は寺川か ら取水 する 。 灌漑 ，

排水 ， また灌漑 と見事に整備され ， 用水を無駄 に す

る こ とな く何度 も何度も使お うとい う形態を示 して

い る e こ れ は 用水不足地帯に と っ て 格好 の 配列 とい

っ て よ く，高田川，葛城川 ， 曽我川 ， 飛鳥川 との 問

も同様 の 形態 とな っ て い る 。

　 こ の よ うに大和盆地南部の平行 した河川 の 配列は ，

用水を反復利用 し て 水利用 を高 め ， 水利用 の合理 化

を求 め た結果 と考え られ る 。
こ の 河川状態 が古代の

条里制 の 整備方向 と矛盾 しな い こ とをみ る と， 灌漑

用排水 の 目的 を も っ て古代 に処理 さ れ た と考 えられ

る 。

　次に 扇状地河川 の 整備状況をみよ う。 こ こ で は扇

状地河川特有の 処理 が な され て い る 。 そ の 処理方式

とは，扇面 を幾筋か に分 かれ て乱流 して い た河道を

整備 して ， そ の うち の 1 本 を排水路 と し て 洪7k疎通

を受 け持 たせ
， ほ か の 河道を安定 し た 灌漑用水路 と

し て 整備する も の で あ る （図一 7）。 関 東 の 大 河 川

で あ る利根川 ， 荒川 で は戦国時代末期か ら近世初期

に か けて 行 われ た方式 で あ るが ， 大和盆地で は古代

に行われ た と考え て よ い 。
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図一 7　 初瀬川扇状地 の 農業用水取水状況図

　3．　3　舟運 と河 川処理

　先に万葉集に舟運 で の 人 々 の移動が歌われ て い る

こ とを述 べ たが，さ らに 『
万 葉集 』 90 巻 に は ，

“

豊

御酒はな る歌
”

として 次 の よ うに 歌われ て い る
5）

。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 つち　ゆ

　「空み つ 倭の 国は　 水 の 上は　 地往 くご と く　 船
一

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いは

の 上 は 床に を る ご と　大神 の 　鎮 へ る 国ぞ　四 の

船 船の舳並 べ 平安け く 早渡 り来て 返 信 奏

さむ 日 に　相飲まむ酒ぞ 」

　二 つ の万葉集に見 られ るよ うに
， 大和盆地 内で の

舟運 は盛ん で あ っ た 。 古代大和盆地内の河川 は
“

運

河
J）

とみ て さしつ か え な い
。

こ の 運河は ，
「四 の 船

　船 の 舶並 べ ……
」 とあ る よ うに水量 が 豊富 で ， 現

況 とは大い に異な っ て い る 。

　水量 が豊富な こ とは ， こ の 当時， 天 井川形態 で は

な か っ た こ とに最 も大き く起因する 。 天井川河道で

は平常時の 水の 多くは伏流して しま い
， 河道 に は ほ

とん どな い が，古代は こ の状 況 と異 に して い た 。

　加えて 舟運 の ため の 河川処理 が行われ て い た こ と

に もよ ろ う。 そ れ が初瀬川の 大泉地先か ら庵治地先

にか け て の 12箇所 に わ た る激 し い 曲流 で あ り， 曽我

川の 神主 か ら大場 にか け て の 曲流 で ある。ま た 飛鳥

川 の 新町 か ら今井に か け て の 曲流 で あ り， 葛城川 の

御所 で の 曲流 で あ る。激 し く曲流 さ せ る こ と に よ っ

て 勾配 を緩 め ， 水 を滞留 させ て 舟運 の 便を図 っ た と

考えられ る の で ある 。

　こ の よ うに大和盆地内河川 は運 河 の 様相 を呈 し て

お り， 舟運 の 便 なる よ うに造 られ て い た 。
こ れ を基

盤 に し て 大和政権の 物資輸送 が行わ れ ， 大和朝廷 を

支 え て い た の で あ る 。 こ の 状況 を平城京で み る と，

中央道 で ある朱雀大路 の 出口 に佐保川 が位置 し て い

る 。 佐保川 で運搬 され た 人 ・物 資は こ こ で 降ろ され ．

こ こ か ら平城京内に陸送 され た の だ ろ う （図
一5）。
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4．　 お わ り に

　古代，我が国の 政治 の 中心 とな り文化 を大 き く花

開 か せ た大和盆地 の 開発 に つ い て簡単な が ら述 べ て

きた。そ の 主張は ち密 な論証を欠 き， 仮説 の 域を出

て い な い の で はな い か と指弾 され る と こ ろ が多々 あ

ろ う。 し か し地域の 開発 ， 国土 の 経営に は今日 に も

通 じ る共通項 目な い しベ ー
ス がある。そ の べ 一

ス を

担 当す る専門家が ， 専門家 とし て の
“

勘
”

に基づ き

推論 し て い く こ と は 大事な こ と と考 え て い る 。 歴 史

をダイ ナ ミ ッ ク に把握す る上に も重要な役割 を果 た

す と確信 し て い る 。

　特 に古代吏の 研究に お い て は ， 文献 と し て 残 され

て い る 資料は 少 な い
。

い きお い 遺跡か らの 分析が 中

心 とな る が
， そ の た め に は 当時 の 自然地 形を復原 し，

当時 の 土木技術力を基 に し て そ の 開発 ・整備 に つ い

て 推論 し て い くこ と が重要 な役割を占め るだ ろ う。

土木技術者の カに負 う所，きわ め て大きい と考 え て

い る 。

　 と こ ろ で 大和盆地は 784 年の 長 岡京の 遷都 の 後 ，

我が国政治 の 中心 とな る こ とは二 度とな か っ た 。 こ

・の 理 由に つ い て ， 物資輸送手段 として政権維持 に重

要 な役割 を果 た し た 河川舟運に基づ き，

一
っ の 考え

を述 べ て み た い
。

　先述 し た よ うに 大和盆地 の河川 は ， 舟運 に便な る

よ うに 整備 され て きた 。 しか し大和盆地河川は ， 舟

運 に とっ て 致命的 な条件 をもっ て い た 。 それ は ， 土

砂 堆積 に よ る河道の 天井川形態化 で あ る。河床 に土

砂が堆積す る と舟運 に著 し い 支障が生 じ る
。 記録が

億 っ き りして い る 江戸 時代に は ，既 に著 し い 天井川

形態 と な っ て お り ， 上 りは人力で 引っ ぱ らね ば なら

な か っ た、下 りも所 々 に堰 を設 け て こ こ に水を貯め ，

堰 をは ず して 水と ともに下 っ て い っ た 。

　大和盆地内河川 は ， 利水 を 目的 とし て 人為的 に造

られ て きた。人為的 に河道 は激 し く曲流 させ られ て

い たが ， こ の 形状 は洪水の 疎通 に と っ て非常に 大き

な抵抗 とな る。こ の 結果 ， 土砂 は下流に流れ る こ と

な く洪水疎通 の 悪 い と こ ろ に堆積する 。 こ れ に対応

し て 築堤 が行 われ る と ， 更 に河床 は高くな る。上流

山 地 が流出 しやす い 花崗岩 の ま さ地帯で あ る とい う

与件の もと， 木材や 薪炭 として 樹木が伐採 され山地

が荒廃する と， 土砂 の流出は 激しい
。 こ うした こ と

12

か ら， 天井川形態化 へ の ス ピー ドは速 い もの で あ っ

た と推察され ， 舟運 に多大な影響を与え た と考え ら

れ る 。
こ の 状況が ， 大和で の 政治的動向 と全 く無縁

で あ っ ただ ろ うか
。

　大和盆地河川 の 土砂堆積に よ る舟運 の 衰退 が大和

盆地内で の 宮都 の 移転，あ る い は宮都放棄 と なに が

しか の 関連はな い の だ ろ うか 。 宮都 は ， 初期に は三

輪山麓か ら飛鳥 を中心 に し た大和盆地南部に位置 し

て い た 。 そ の 後， 木津川水系に近接す る平城京の あ

る盆地北部 へ 移動する 。 そ し て平城京を最後 に して

大和盆地 か ら出， 長 岡京，平安京へ と移る。長 岡京

へ の遷都は 「水陸便 あ りて ， 都 を長岡 に建 っ 」 と，

水陸 の 便よ り設定 され た こ と が述 べ ら れ て い る が ，

こ の 動 きが天井川形態化に よ る古代舟運衰退 と関係

な い で あろ うか。お お い に興味ある と こ ろ で あ る 。

　 こ の 課題 に つ い て 中井
一

夫が興味ある報告を し て

い る 6）
。 自然河道 の 埋没 は ， 縄文 時代後期 には既に

始ま り， 奈良時代頃か ら激 し くな っ て ， 平安時代に

は 急速 に 進み ， 遅 くとも12世紀 に は川 として の 機能

を失 う。一方遺構面 をみ る と，縄文時代後期以降平

安時代後半頃 ま で
一

つ の 遺構面 で あ っ て ， こ の 期間

の 河道外で の 土地堆積は認 め られ な い
。 堤内で の 土

砂氾濫は平安時代後半以降 に あ り，現在 ま で 平均 1

m 前後の 埋没 をみ る 。

　 こ の よ うに 自然河道 で の 土砂堆積は ， 縄文時代後

期か ら始 ま っ て お り奈良時代に は激し くな っ て い る

とい うの で あ る 。 土砂 は ， 当然舟 運路 に も流入 した

で あ ろ う。 宮都 の 移転が舟運 路 の 支障に よ り行わ れ

た の で は な い か との 先の 仮説は ， 時代的に は適合 し

て い る。

　 こ の 課題 に つ い て今後の 検討を待ち たい が ， 土砂

を専門と し て取 り扱 う技術者 に期待 され る役割が大

きい と考え て い る 。
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