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縄文人 の 土木工事一 そ の 知恵 と工 夫に 学ぶ 一
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1． は じ め に

　約13000 年前，最終氷期が終 わ り，縄文時代 が始 ま っ

た。急激な温暖化は，針葉樹 の森 を ドン グ リや ク ル ミ な

ど豊富な 食料が 実る 落葉広 葉樹 の 森 に 変 え た。多 く の 雨

水 に よ っ て 運 ば れ た養分に 富 ん だ 上 砂 は 河 口 や海 岸 部 に

堆 積 し，豊 富な 魚介が 生息で きる環境 を もた ら した 。 そ

の 後，灌漑に よ る稲 作 を 伴 う弥生 文 化 が 列島に 広 が る ま

で の 間，約 1万 年 間，狩 猟，採 集，漁労 を 主 と した 生

業 が 続 き，こ の 時代 の 文化 を縄文文化 と呼 ぶ。

　定 住 化が進 む と と もに ，生活 の 拠点 で あ る ム ラ が 出現

し，ム ラ の 中 に は住 屠 や 巨木 を使 っ た大 型 建物や ま つ り

の 場 所 で あ る盛 土 遺 構 な どの 施 設 が作 られ ，や が て 地 域

を代表 す る よ うな拠点的 な ム ラ も現 れ た 。 大 規 模 な 記 念

物 で ある 環状列石 （ス トーン
・サー

ク ル ） も登 場 した 。

丸 木舟 を 操 り，遠 方 との 交 流 や 交 易 も行 われ，ヒ ス イや

ア ス フ ァ ル ト，黒曜石 が運ばれた。ま つ りに 使 わ れ る 土

偶 もた くさ ん作 られ，身 を飾 る装身具類 も発達 し た 。

　縄 文 文 化 の 特 徴 的 な要 素 と し て 上 器 が あ る。土 を こ ね

て 思 い どお りに 形 を 作 り，火熱 に よ る化 学 変化 に よ り安

定 した 容器 を手 に 入 れ る こ とに よ っ て ，「煮 る」 や 「貯

蔵」 も容易 とな っ た 。 「煮 る」 こ とに よ っ て 堅 い もの が

柔 らか く，植物 の ア ク 抜 き処 理 も 可能 とな り，自然の 恵

み を よ り広 く利用 で き る よ うに な っ た 。煮沸す る こ とに

よ っ て 衛 生 環境 も 向上 し た 。土 器 の 出現 は 食 生 活 に 安 定

を も た ら し，そ れ ま で とは 生 活様 式 が 大 き く変わ っ た。

現在の と こ ろ，土 器 の 起源 地 につ い て は 日 本列島を 含む，

北東ア ジア が 有力 と され て い る。日本で は青森県大平 山

元 1遺跡な どか ら最古の 土器が 出⊥ して い る。

2．　 多様な土 木工 事

　縄文人 は 必 要 に 応 じて 土 地 を 大 き く改変す る 上 木工 事

を 行 っ て い た こ とが 各地 の 発掘調査 に よ っ て 明 らか とな

っ た
。 青 森県の 特別史跡三 内丸山遺跡 や岩手県 の史 跡御

所野遺跡な どで は ム ラを作 るた め に盛 土 や 切土 を して 平

坦地を 作出 して い る。青森県 の 史跡 小牧野遣跡 で は 斜 面

上 側を 切 り崩 し，下 側に 盛 土 して 平坦 地 を 作 り，そ こ に

2700 個 もの 礫 を 円 形 に 配置 し て い る。ま た 前 述 の 三 内

丸 山遺跡 で は地 面 を掘 削 して長 さ400m 以上 の 道路 が造

られ て い る ほ か，秋 田 県 の 漆下遺跡 で は ム ラ か ら下 の河

川 ま で続 く斜面 に 石 積みの 階段 が構築されて い る。ま た，

関東地方 で は湿地 に丸太を渡 した木道 も確認 さ れ て い る 。

谷 や 湧水 の 近 くに は足 場 とな る扁 平 な礫 が設 置 さ れた り，

貯 水 の た め の 水 槽や 堅 果類の ア ク 抜 き処理 の た め の 水 場

遺構や水路など も作 られ て い る。縄文 時代 に
一

般 的な 竪

穴住居 は 地 面 を 掘 削 して 作 られ る し，直径 1m もの 巨

木 を柱 とす る大 型 掘 立 柱 建物の 柱 穴 も 同様で あ る。谷地

形 の 斜 面 な ど に は 軟弱地 盤 を補強す る た め の 木杭が 敷 設

され て い る。

3．　 ま　と　め

　 こ の よ うな土木工 事は 定住 と密接な 関 係 が あ る もの と

考 え られ る。定住の 確立 と とも に 生 活 を営む 上 で の 利便

性の 向上 を 試み，特 に 土 地 に 対 して 積 極 的 な 関 与を 行 っ

て い る。そ れ は 自然 の 人T ．化，社 会 化 と も呼 ば れ て い る。

当 然 な が ら こ の よ うな 行 為が 可能で あ っ た 技術や 組織の

存在が あ る 。 縄文社会は 想像以上 に 発達，成熟 して い た 。

　
一・

方で は急激な改変 を選択 しな い な ど変 わ らな い 自然

との 共 生の 姿勢 も 見 られ る。特に 無理 や 無駄の な い 資源

利用 や 徹底 した 再 利 用 は 縄文社会に 普遍的に 見 られ る。

　 施 工 の み に と どま ら ず 適切に 日 常的 な 維持 管理 を 実 施

して お り，集団や 地 域社会の 作業 と して 日 々 の 生活 の 中

に 織 り込 ま れ て い た。そ うす る こ とに よって 人 と人 や集

団と集団の 結び つ きや連帯 を確認 し，強化 す る と と もに

基本的な技 術 の 伝 承 の 機会 と もな っ た 。

　程 度や 質の 違 い は あ っ て もよ り快適な暮 ら しを 求め る

気持 ち は 昔 も今 も変わ らな い 。生 活 の 拠 点 で あ る ム ラ は

人 々 が 安 全 に暮 らせ る空 間 で あ る と と もに 精神的 に も安

定 す る空 間 で あ る 。 さ らに ム ラ 周辺 の 空間も工 事 な どの

人 間 の 活 動 が 展開さ れ る こ とに よ っ て よ り安心 ，安全 が

保 た れ る空 間を拡大保有 す る こ とに な る。しか し，そ の

よ う な行為 は無制限，無秩序 に行わ れ る もの で は な く，

自然の
一

員とし ての 自覚の あ る縄文 人 は 「共生 」 の 範囲

を大 き く踏 み 出 す こ とは な か っ た。だ か ら縄文文化は 1

万 年 間 とい う悠 久 の 時間，継続 した の で あ る 。
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