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一 序
-

序

地域開発に伴う道路など交通網の整備事業は、社会の進歩発展からくる現代の必然的

を要請であり、本県においても、そのための建設事業が多く計画・実施されております。

しかしながら、私達には祖先が長い歴史の中で創造し、伝えてきた貴重を文化遺産を、

保護するとともに、新たな文化創造の糧として活用していく責務があります。

国土開発計画に基づいて県内を南北に縦貫してつくられる東北自動車道は、産業経済

開発の大動脈として多方面からの期待をにをう国家的な大事業であり、一関・西根イン

ター間がすでに供用され、現在は更に秋田・青森県境へと工事が進められております。

岩手県教育委員会は、この供用区間に関係した99遺跡について、日本道路公団仙台建

設局の委託によって、昭和47年から昭和53年までの7年間にわたって発掘調査を実施し、

その整理と報告書の作成を、昭和53年度から4か年計画で実施しております。

本報告書は、東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書の第Ⅲ分冊目として、水沢

市に所在する「今泉・西大畑・南矢中・西田・前谷地・神谷地」の6遺跡について、調

査結果をとりまとめたものであります。なかでも、古式土師器を出土した西大畑遺跡、

奈良時代の集落跡を検出した今泉遺跡は、当地域における胆沢城建置以前の歴史解明に、

貴重を成果を提示いたしております。

この報告書が、記録保存の成果として社会教育や学術研究の場に役立つことを切に念

願いたします。

ここに、調査について御援助・御協力をいただいた地元教育委員会はじめ関係各位に

対し、心から感謝申し上げます。

昭和56年3月

岩手県教育委員会

教育長新里 盈
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例 厘割

1.本書は東北縦貫高速自動車道関係遺跡発掘調査報告書第Il分冊として、水沢地区(水沢市

〈石田遺跡を除く〉)所在の6遺跡について作成したものである。

2.遺跡の記載は、北からIiI則こ編集した。

3.調査および整理にあたって、次の方々と機関のご教示を賜わった。 (敬称略・順不同)

板橋源(岩大名誉教授)草間俊一(県文化財保護審議員)司束真雄(同)中川久夫(東北

大学)庄子貞雄(同)安田害意(同)日比野紘一郎(同)林謙作(北海道大学)伊藤鉄

夫(水沢市)伊藤陽夫(同)佐久間豊(千葉県教育庁文化課)鈴鹿良一(福島県教育委員

会文化課)渡辺秦伸(仙台育英学院高等学校)水沢市教育委員会 岩手県埋蔵文化財センター

宮城県教育庁文化財保護課 東北歴史資料館 須藤 隆(東北大学)

4,資料の鑑定、分析等については、次の方々と機関のご教示・ご協力を賜おった。 (敬称略・

順不同) ・石材鑑定一佐藤二郎(岩手県立大船渡農業高等学校) ・樹種鑑定一早坂松次郎

(県木炭協会・経営指導員) ・土器胎土分析一照井一明(岩手県立種市高等学校)

・カーボンデイティングー日本アイI)トープ協会・土器胎土分析一岩手県工業試験場

5.本書に掲載した地形図は、建設省国土地理院発行の5万分の1地形図・ 20万分の1地勢図

を使用したものである。

6.グi)ッド配置図は、日本道路公団作成による「東北高速道計画」図を使用し、遺跡、遺構

等の方向表示は同図の第10系座標系の北方向である。

7.遺跡における層相の色調観察は、小山・竹原編著「新版 標準土色帳」日本色研事業㈱を

使用した。

8.遺物・写真・実測図等の資料は岩手県教育委員会事務局文化課において保管している。

9.調査主体者・岩手県教育委員会・日本道路公団

10.調査担当者・岩手県教育委員会事務局文化課

1l.発掘調査・整理報告書作成等に関する担当者は以下の通りである。尚、序文の執筆は、吉

田努、相原康二。水沢・金ヶ崎地区概観の執筆は、相原康二、一部狩野敏男が担当した。

整理・執筆者 発 掘 調 査 者 

今泉遺跡 八重樫良宏、相原庸二 勝股国夫、相原庸二、三浦謙一、菊池茂樹 
西大畑遺跡 島 陰 島隆、相原庸二、昆軒端 

両夫中遺跡 狩 野 敏 男 瀬川司男、勝股国夫、島隆、菅刷吾、長谷川賢、大和泉芳子 

西田追跡 相 原 庸 二 瀬Ii同罪 

前谷地遺跡 相 原 康 二 瀬川司男 

神谷地遺跡 狩 野 敏 男 潮川司男、長谷川賢、大和泉芳子 



ー
目 次-

序 文

1.経 過

2.調査の方法について

3.整理について

本 文

水沢・金ヶ崎地区概観

l.地形概観

2.追跡の立地について……………・…‥ 5

(1)今 泉∴遺 跡

I 追跡の立地と層序・…‥・……‥・………・・ 15

(l)追跡の立地

(2)追跡の層序

Ⅱ 発見された遺構と遺物………………… 17

Ai65竪穴住居跡………………………… 17

Ai 62 ケ

BbO6 〃

Bc53 〃

Bc71 ケ

BdO3 ケ

Bd12 ケ

Bd59 ク

BfO9 〃

Bf15 ケ

Bf53 ケ

所期Bg62ク

旧期Bg62
ケ

21

23

26

29

31

35

39

46

49

51

55

62

BhO9 〃 ・・・・………・・………………
63

Bh71 〃

次

Bi 15竪穴住居跡………………………… 72

Bi24 ケ ・………………………‥ 75

CaO9 〃 ………………………… 80

Ca18 ケ …………………・・……・ 81

Cb24 ケ ………………………… 85

Ⅲ 考察とまとめ

出土遺物とその考察……・………………‥ 94

〔1〕土器について………‥・……………鈍

(l)各器種の分類と特徴・・…・・………・・蝕

(2)遺構における各種土器の共伴関係・・・103

(3)土器の券面調整技法の検討………109

(4)土器の編年的考察…・・…・・……・…・114

〔2〕鉄器・装飾品について…・………‥119

〔3〕石器について・……………………‥121

〔4〕土製品について・・………・・………‥121

〔5〕黒輝石についで………・・……‥・…121

〔6〕破砕礫につい千・・…・……・………・125

(参考資料)

集落の構成の要素と予察・・・・…………‥126

集落に関する予察…・・…‥・……………・127

14c測定結果

(2)西 大 棚 遺 跡

I 追跡の位置と立地i……………………………・133

Ⅱ 調査の経過

Ⅲ 追跡立地面の基本的層序………………134

Ⅳ 検出遺構と出土遺物………・・・・………‥137

(l)港状土嫉



一
目 次-

(3)竪穴住居跡

(4)掘立柱建物跡…・・………………‥・…・157

〈5)南西部遺物包含地……………………166

V 遺物包含地、その他の出土遺物………166

(l)縄文・弥生土器片……………………166

(2)剥片石器

(3)土師器内黒双耳士不……………………168

(4)土製紡錘車

(5)直 刀

(6)古 銭

(7)杯とその分類……………………・…‥168

(8)土師器・壷、蜜、甑とその分類・…‥176

(9)高台杯とその分類・・・・………………‥178

(10 須恵器・壷、鉢、長頚瓶・……‥・…‥178

Ⅵ 考察とまとめ

(3)高 久 中 遺 跡

工 追跡の位置と立地…………………・…‥207

Ⅱ 造物包含層

Ⅲ 検出遺構と出土遺物…………‥・…・・・・・・208

〔1〕縄文時代の遺構と遺物………・…‥208

〔2〕古代の遺構と遺物・・…・・…………‥222

(l)竪穴式住居跡…………・・………・・・・222

(2)方形溝状遺構………………………243

(3)焼土遺構

(4)その他の遺構………・・……………・248

〔3〕その他の遺構・……………………‥252

Ⅳ まとめ

(4 ・ 5)酉11上前谷地遺跡

(6)袖 谷 地 遺 跡

I 遺跡の位置と立地……・・・・・…・・・………・265

Ⅱ 遺物包含層

Ⅲ 検出遺構と出土遺物……・……………‥267

〔1〕縄文時代の遺構と造物・…………‥267

〔2〕古代の遺構と遺物…………………270

(1)上 境

(2)竪穴式住居跡………………………272

(3)溝

Ⅳ まとめ

(7)巻末〔I〕船上分析資料

(1)岩石学的方法による胎土分析結果…293

(2)蛍光X線分析(こよる胎土分析結果…297

(3)分析結果に関する若干の問題提起…298

(8〉 巻末〔Ⅱ〕参考資料

1.県南部における古代の土器編年試案…299

2.県南部を中心とした古代の住居跡の変遷・302

3・付図一第1 ・ 2図……………………‥1§3号

写真図版

今泉追跡

西大畑追跡

高夫中追跡

神谷地追跡

1

39

55

83

水沢地区関連胎土分析資料…………… 97

岩手県教育委員会事務局文化課職員一覧…l19

(埋蔵文化財関係)



ー
目 次 喜

図版 日 次

追跡・遺構名 遺構 
頁 

遺牛勿 
貞 

写 典 
頁 追跡・遺構名 遺構 

貞 
遺物 

頁 
写 典 

頁 
図 番 図 番 図 宿 図 番 図 番 図 番 

水沢地区概観図 第1図 7 Bi15竪穴式住麿跡 第18-1図 軍事 

第18-2図 18-3 76 77 

20 ( 22 執 22 l 24 鉛 

Bi24 /・ 
19-1 78 19-2 79 

22 23 紳 24 25 36 

CaO9 ケ 
20-1 80 2い2 81 26 28 

今埴山口牲 

追跡地形図 第1図 13 窮担 3 4 

Ca18 ケ 理工 82 理工 軸 
嬉 絶 26 37 

種厚概念図 2 15 Cb24 ケ 翌工 85 誓書: 87 

25 紬 27 琉 

遺構軋韻[珂 3 16 

1 2 3 4 

Ai65竪穴式住居跡 窮4-1図 17 靖子2囲 9 

3 4 27 5 6 29 

押入相遺跡 

Ai62 〃 う工 21 5「2 22 
3 D 造跡地形図 第1囲 133 諾1図 41 

BbO6 〃 
6-1 23 かご :蔦 

4 5 27 6 7 29 

追跡の基本栂位凶 2 134 

Bc53 〃 

主1 音 

27 十二 28 

5 6 7 8 

追鯖配置剛ゲI/ド〉 3 135 l 打 

Bc71 〃 
8-1 脚 8-2 31 

6 7 28 8 9 30 

l鍬土械(認:粉 
4 同8 

BdO3 ケ 中工 32 十二 紬 

7’ 8 28 9 10 30 

Cf53掻穴式住居跡 5 
141 彊図 1畠 185 

2 42 

Bd12 ケ 
†小1 36 10-2 」8 

8 28 川 30 

Cb50 ケ 
6 1畠 

Bd59 ノン 1十千 40 

1十二 1主3 43 45 

9 10 29 川 
11 12 引 烏 

Ca21
〃 

I 146 16 185 

2 7 8 
42 訂 48 

BfO9 〃 1二工 47 十手ご 4Ji 

11 江 30 13 14 主 

Bf30 〃 
8 148 11 51 

B白5 ケ 1主1 50 

12 13 14 15 

BjO3
〆 

9 151 

17 18 186 187 
3 9 43 時 

Bf53 ケ 1十1 51 

†十二 53 13 15 Cc24 ケ 

10 154 

19 188 4 仙 

l十3 軸 14 16 Cc24適確 
20 21 189 190 9 10 増 的 

Bg62
〃 

1子1 57 

15-2 1三I工 59 61 

14 I 17 31 

16 19 舶 

Bi62 ケ 
11 156 

17 18 186 187 

8 48 

BhO9 〃 同工 65 16-2 67 
17 I 国 I 

Be24A.B.Bh27 

12 159 

5 45 

認 引 締 

(建物) Ca21、Ce65 

6 46 

Bh71 ヶ 
1∴† 70 1十二 古 19 21 堀方・柱穴 13 160 



ー
目 次-

追跡・遺構名 遺構 
頁 造物 頁 

写真 
頁 追跡・遇構名 遺構 

頁 
遺†勿 

頁 
写 真 

貞 図 番 関 宿 図 番 図 番 図 番 図 番 

溝・その他 第如 190 191 

第12図 52 その他の土塊群 窮40凶 尊」 

遺物包含地・その 
第14図 博子 

23 192 
13 軸 

他(楢位図・断面図) 
〉 27 

I 196 

14 塊 

凧i樋跡・筋合地遺跡 

遺跡・地形図 窮1囲 2 

南天中道跡 

遺跡地形図 第1図 207 第1図 計 

基本層厚[用 2 207 

紬谷地道跡 

遺構配置図 3 却9 遺跡地形図 第1図 265 

土 塊∴凶 4 211 基本層I打刈 2 265 

方位集積的 5 212 違購配置 
3 流6 

I 

第1図 
十 規模集積図 6 榊と 謝猟師音斑 

薄状土塊凶 
7 

213 I 

2 
58 

†千言子中 
4 269 11 95 

ー 4 盤0 l 6 

62 5 鍾9 し2 覚l 

縄文時代遺物 第15図 秘1 1 57 藩状土塀 6 270 8 92 

第1引Bc71惟居跡 16 223 

17 盤4 
11 67 

=形〈CbO3上l二塊 7 271 

言十 291 9 93 

18 鑓5 
l 13 

I 武) 

方形(Ca59)過楯 8 二月 

第2号(BelO4)ケ 20 斐了 19 鋭6 14 70 

窮1号(Bh15) 竪穴式住居跡 

9 書記 第10図 :笥 
2 3 86 87 

第3号(Bf56)ケ 21 縫9 22 梯0 
15 71 稗3号(Bj71) 

11 277 12 279 

6 執) 

16 72 
第4号(Bj74) 竪穴式住居跡 1 8 

I 92 

第4引Bg98)ケ 23 鑓1 24 槌2 14 70 

窮4号(Ca68) 竪穴式住居跡 

13 球1 14 283 

5 6 89 鋤) 

第5引BhO6)ケ 
26 鑓3 25 こ鵜: 17 73 

窮5号(Ca65) 
15 285 16 聯: 

3 87 

第6別Cg42上々 竪穴式住居跡 4 88 

第7引Da224)ケ 27 2糾 18 74 

円形(CbO3上上坂 その他遺物 

17 291 

1 10 糖 鈍 

第8号(Df245)〃 29 綴6 

28 30 31 
235 237 238 

18 〈 20 
I 76 

(参考質料) 

坑1-8号方形薄 32 239 34 男ら 
21 22 77 78 

I土割合土分析 
1 I 20 

99 I 118 

第9-13号 ヶ 33 241 34 男ら 
23 24 79 机) 

Ⅱ 用土嵩群縞年試案 \∴1: 305 

第1-6号焼土遺構 39 253 

35 l 38 247 I おご 

6-10 25へ26 「芯 一隊 

(2腔居跡変遷図 ( 2 ) 

額)7 



一序 文-

1 経 過

県内の東北縦貫自動車道建設は、昭和40年11月仙台・盛岡間の基本計画の決定に始まり、昭

和43年4月の施行命令によって具体化される。

これによって破壊される埋蔵文化財の取扱いについては、文化庁と日本道路公団の覚書によ

り、岩手県教育委員会がおこなうことになった。

まず、一関・盛岡間の路線予定地内の分布調査が、昭和42年及び43年に実施され、昭和45年

2月19日水沢・花巻間40血、同年11月25日一関・胆沢問30血、 46年2月10日石鳥谷・盛岡間29

kmの路線発表がなされたことに伴をい、昭和47年8月へ9月に、用地巾50mで現地確認調査、

同年10月インターチェンジ及び付帯施設予定地内の現地確認調査等が順次実施され、一関・盛

岡問の調査対象遺跡は当初82ヶ所確認された。

これらの破壊される遺跡について、できるだけくわしく調査記録し、遺跡のもつ歴史的価値

を永く後世に伝えることを目的とし、昭和47年度に北上市・花巻市・金ヶ崎町所在の遺跡から

調査が開始され、用地買収、着工順位に従って順次すすめられた。

この間、調査除外としたもの4ヶ所がある。一関市苅又遺跡は過去の開田による破壊の程度

が大きく煙滅、一関市松の木遺跡は宅地化による破壊、衣川村桝形陣場跡は所在位置が路線か

らはずれる。衣川村二枚貝化石層は遺跡としての調査対象としないをどの理由による。

また、路線変更によって保存されたのが、平泉町伝護摩堂跡である。この遺跡は奥州平泉文

化との関連が考えられ、路線発表後に路線内に所在することが確認され、急遽日本道路公団と

協議し、路線を西側に変更した。一方、工事直前もしくは工事中に新しく確認追加されたもの

に、土取場の和賀町梅ノ木工へⅦ追跡、路線内では江釣子村下谷地B遺跡・紫波町境館遺跡お

よび柳田館遺跡がある。

昭和49年6月20日、盛岡・安代間53血の路線発表があり、この区間のうち、盛岡・西根(松

Iiiまで)間が調査対象の日程にくりこまれ、当初、・8遺跡が確認されたが、工事中に清沢村卯

遠坂遺跡が発見追加され、更に紫波インターチェンジの誘致新設に開通し、栗田工へⅢ遺跡が

調査対象となる。

以上のように、一関・西根(松川まで)区間の調査対象遺跡数は、除外、新規発見などによ

る変動を見て来た。このことは、埋蔵文化財保護の基本の一つとして、分布調査の重要性が改
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めて問われる一面でもある。結局、調査遺跡数は、 99遺跡、 18市町村におよぶものとなった。

調査をすすめる一方、文化庁、日本道路公団との協議によって、前述の伝護摩堂跡を完全保

存したのをはじめ、江釣子相場岡崎遺跡の縄文中期の大竪穴住居跡の一部分、水沢市石田遺跡

では、奈良時代末から平安時代初期に相当する焼失家屋1棟、紫波町上平沢新田遺跡では、平

安時代相当の焼失家屋1棟の路線境検出遺構を一部精査の上、それぞれ埋めもどし現地保存を

した。

また、江釣子村猪谷地遺跡の古墳1基、紫波町境館遺跡の墳墓1基、柳田館遺跡・盛岡市太

田方八丁遺跡の一部は、施工方法や設計変更等によって可能を限りの保存策をとった。

しかし、これらの保存遺構や遺跡の管理、活用は今後十分に留意しかすればならをいもので

あり、それが毒されかすれば完全を保存策であったとは言い得をい。

昭和47年度に始まった調査は、昭和53年度の紫波町栗田Ⅲ追跡を最後に終り、現在、整理作

業をすすめているが、東北縦貫自動車道建設の具体化以来、事業をすすめるに当って、終始指

導と助言をくださった県内外の協力者、および献身的な協力を得た関係市町村教育委員会、学

校、関係諸機関、地元作業員の方々をはじめ各位に改めて敬意を表したい。

なお、西根町以北の東北縦貫自動車道関連遺跡は、 (財)岩手県埋蔵文化財センターによって

調査されることに在り、昭和53年度から実施されている。

2.調査の方法について

(l)調査対象範囲の選定は、遺跡の中で用地内および付帯施設を含む関連部分は、すべて調

査対象とした。更に、当該追跡周辺の分布調査を可能を限り実施することにつとめ、調査地と

それをとりまく遺跡群との関連解釈の一助に資することとした。

(2)調査対象全域に次のような地区を設定した。

①地区設定のための原点は、日本道路公団測量の路線内中心杭の任意のものに定め、それと他

の中心杭の2点間を見通す直線と、原点を通りこれに直交する直線を座標の基準線とした。

②南北の基準線をもとに、30mを1ブロックとし、北から順にA・B……の記号を付し、これを

東西、南北に10等分し3mX3mの7')ットを設定、 71)ット名は北から順にa「、南北基準線

から東方へ50・53・56……。西方へ03・06・09……。の記号を付し、これとブロック記号の組

合せで表わした。例えば、 AaO3.Aa50のように看る。

(・3)発掘および記録について、発掘調査は絶対にくりかえしの出来ない作業である。特に、

緊急調査と言う性格と記録保存を考えるとき、調査の過程で観察された事項は可能を限り詳細
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に、しかもすべて客観的データーとして記録されねば在らないし、記録者の解釈と観察された

事実とが混同されぬよう留意しながら①遺構群をひとつのまとまりとして把握すること、文化

層が重なっている場合、層序とともにそれぞれの文化層のひろがりを確実に把握すること、更

に緊急調査の場合、事後の保存が困難である以上、トレンチによる部分発掘は回避すべきであ

ることからダリット設定にもとづく平面発掘につとめた。

(り原則として3mX3mのゲ)ットで、調査地における遺物・遺構の分布状況を把握するため、

「ちどり」状に人力による粗描をすることにしたが、結果的に機械力の導入も多かった。遺物・

遺構の検出を見た場合、その具体的内容を究明するため必要範囲の全面発掘を実施した。

③遺構が検出された場合、該当グ)ット名を付した。その場合もっとも北西に位置するゲ)ッ

ト名で呼称することを原則とした。精査に当っては、 2分法・ 4分法による平面発掘に留意し、

遺構の性格と内部堆積状況・構造・重複等を把握しながら完掘することとした。

④遺物は、原則としてゲ)ットごとに取り上げ、遺跡記号・出土年月日・出土地点・出土層位

を記録し、遺構に直接関係するものや、年代決定の資料とをり得るものについては出土レベル、

位置を平面図に記録し、遺物番号を付して取り上げた。

⑤遺物の出土状況・層位・遺構に関する所見等の記録は、実測図・遺構カード・フィールドノ

ートを用い、全体の問題点、進行は調査日誌に記録した。

⑥写真記録は、 35m州版モノクロ、カラー・ 6×7cm版モノクロを主として用いた。

(4)実測方法 ①発掘された遺構の実測は、原則として遣り方実則を用い、平板実測は補助

にとどめた。 ②原図の縮尺は米に統一したが、遺構・遺物の細部については、必要に応じて米

縮尺を採用した。

(5)関連科学との遵けいについて、総合的を見地からの記録作業という意味で 考古学のみ

在らず関連科学の研究者、とくに自然科学系統の分野との連けいに留意し、調査現場の実見と

見解を求めることにつとめた。

3.整理について

整理にあたっては調査の性格(「緊急調査」と「記録保存」)を十分に考慮した。したがって可能

を限り詳細を記録を作成することと、その公開を主目的とした。なおいれゆる「行政調査(と

くに緊急調査)」と「学術調査」の異同を、その「現場」に投入された技術、方法の次元に還元

して論ずるのは妥当ではれ、。 「緊急調査」の「現場・調査」の位置づけについては、本課にも

若干の反省点がある。
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(l)いれゆる「珍品主義」 ・ 「一番主義」を排し、得た資料のすべてを観察し、それぞれに応

じた記録を作成することを目ざした。各調査地(「遺跡」) ・調査資料の正当を評価の資料を提示

するためであるし、それが「記録保存」の趣旨にも連なるからである。その結果として記述が

若干繁雑になった。ただし実際上は、調査担当者の設定仮説が整理担当者に十分に伝わってい

ないをどのことも目立ち、満足のいく整理を必ずしもなしえなかった調査地もまた多い。遺憾

である。また本書に提示した諸仮説、見解は本誌の統一見解ではなく、整理担当者のそれであ

る。具体的には、 ①観察事項の正確な伝達 ②仮説の提示とその展開、吟味 ③新規の仮説、

問題点の提起 ④新しい資料操作法の提示、などを目ざしたが、前述のように必ずしも十分に

は実施できなかった。

(2)調査地はそれのみ単独での評価は避け、一定の地域内とりわけ他の「遺跡」との関係を

重視して解釈・評価するように努めた。『周辺の追跡』の項がやゝ繁雑にねたっているのはその

為である。これは(1)の実践をめざすのみならずヽ遺構存在を遺跡成立の絶対条件視する見解、

への反論のためにも必要であり、とりおけ埋蔵文化財保護にはきれめて重要な観点である。

(3)調査時と同様に「関連諸科学・諸技術との連携」に留意した。(l)で述べた目的を満足さ

せる為に必要不可決であり、さらにはその保存処理・各種データの蓄積・その公開も本課に課

せられた責務だからである。今後の継続実施を考慮し、可能をものは努めて本県内の機関・公

所・その他に連携ないし委託先を求めた。具体的実施例は、年代測定(カーボンデイテイング・

熱ルミネッセンス法他) ・材質鑑定(石材他) ・樹種鑑定(木器・木材・柱脚他) ・種子鑑定(炭

化米・雑穀類・雑草類他) ・花粉分析・人骨(歯)鑑定・猷骨(家畜を含む)鑑定・組成分析(和楽・

土器胎土・火山灰他) ・燐分析・地質学的諸分析等にねたるが、今後も新分野を加える必要があ

る。保存処理は、木器・木材・柱脚類、鉄器類を中心に実施しているが、これも今後さらに新

分野のものについて実施する必要がある。地質学的知見・教示は(2)などとの関連で、調査地お

よび周辺の「遺跡」の立地・占地に関して、また遺物と出土層(とくに火山灰層)との関連に

留意して援用した。大規模調査地については航空写真・ステレオカメラにもとずく作図を採用

した。

(4)すべての対象(遺構・遺物・ 「遺跡」)について、技法的分析に加え組みあれせ重視の観

点をも加えてある。

(5)以上の技術的基準・指標として『出土遺物の整理について』 (昭和47年作成のち一部修正)

を作成し大略それに準拠した整理を実施した。細部は省略するが、大枠は①観察事項を正確に

伝えるための作図法他の技術的部門、 ②文章表現上の留意点とから看る。後者については観察

事項と解釈の峻別・不明事項の不明の理由明示などがとくに求められている。

(6)得た膣大を資料の公開は、別途計画のもとに実施されるであろう。
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一地区概観-

水沢・金ヶ崎地区概観

1.地形概観

本地域の地形は他地域と同様に、中央を商流する北上川と、それに沿って形成された北上川

河岸低地(河谷平野)により東西に二分される。東岸では北上山地西縁山麓に属する開折の進

んだ丘陵性の山地(標高300へ400m)が優越し、段丘地形の発達は、これを開析する北上川支

流の谷に沿って若干見られる程度である。

西岸においては、まず奥羽山脈東綾部にあたる山地とその麓部の丘陵地が西・南方にひかえ

る。山地・丘陵地東縁外方には広大な段丘地形が模式的に発達する。この束西岸における地形

発達の対照性は顕著なものである。山地に源を発し束流する諸河川(和賀Ii上夏油)i上黒沢川

・胆沢川他)により数地区に区分されているが、以下には二地区に分けて、主に段丘地形につ

いて記す。

(1)花巻一金ヶ崎間

ここに発達する主な段丘は高位から順に、西根段丘・村崎野段丘・金ヶ崎段丘である。西方

山地はこの地域でもっとも西に遠のき、段丘発達区の巾は北上川全流域中でもっとも広い。和

賀Ii上胆沢川間では山地束綾部に丘陵性台地が続き、その高さは段丘両群との比高約50へ100m

である。この台地は古期段丘群に含まれる可能性がある。

山麓部から東方へ扇状地状に広がる金ヶ崎段丘と、その間に取り残された形でかなりの広面

接を占める村崎野段丘が優越し、両者でこの地域の大半を占める。西根段丘は六原付近におい

て金ヶ崎段丘にとり囲まれて残片的に分布する他、西方の山地綾部に発達する。

西根段丘はかなり開析されており、頂面綾部は丸味をおびる。傾斜は村崎野段丘よりは急で

あるが、金ヶ崎面よりは緩い。関東の多摩段丘相当と考えちれている。前沢火山灰と黒沢尻火

山灰がのる。

村崎野段丘は比較的新鮮な面を保ち、・かつもっとも傾斜が緩やかである。黒沢尻火山灰がの

ろ。なお豊沢川一和賀川間のこの面上の飯豊森・飛勢森は、第三系に属する安山岩および安山

岩質凝灰角礫岩・凝灰岩(稲瀬安山岩)よりなる残丘である。関東の下末吉段丘に相当し、 Riss-

W証m間氷期に相当しよう。最低2期に細分可能らしい。

金ヶ崎段丘は西方山地より東方に広がる扇状地状の段丘面を有し、その内に高位段丘を残丘

状にとり込んでいるが、面の傾斜は村崎野段丘面よりも急であり、内方では村崎野面より高く

構成層がこれを被う。扇状地形は寒沢川・尻平月i ・夏油)i上黒沢川などが山地を離れる部分を

頂点として広がり、これらの河川よりはるかに広い流域をもつ和賀川沿いでは著しい扇状地形

一
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一児しな概観-

を示さない。これは火山灰に被れれていか、。傾斜が急で奥地にまで入り込んで分布することか

ら、最寒期たるW心rm氷期に由来するものと恩おれる。これも2期に細分できるらしい。

この地域の河川もすべて北上川水系に属す。北上川以外の諸河川として、和賀川・黒沢用・

永沢)i十胆沢Ii十口内)i十広瀬川・人首川・伊手川などがある。北上Iil沿いの河岸低地および

段丘上における水系は非常に単純に東西走の姿を呈すのみである。また人工的水系パターンも

多い。丘陵地においては若干複雑な形も見られるが省略する。

(2)金ヶ崎以南

胆沢月Iへ衣川(北服用)間には、北上川流域最大の扇状地形が発達し、一般に胆沢扇状地と

いかれている。段丘群は約7つに細別されるが、大別すると高位から順に一首坂段丘・胆沢段

丘・水沢段丘となり、既述の西根・村崎野・金ヶ崎の各段丘に相当する。一首坂段丘にはさら

に古期のものが含まれている可能性もある。これらの段丘両群は市野々付近を頂点として東方

に展開するが、各段丘は南から北へ順次新規のものがならふ。もっとも広範囲を占めるものは

胆沢段丘である。この地域では、一首坂段丘の残丘と思おれるものが胆沢段丘上に2ヶ所(見

分森・養ヶ森)に存在する他は、段丘両群の交叉は殆ど見られない。

一首坂段丘は衣川i ・北服用北岸に治って分布し、段丘面の開折が進んでいる。一首坂火山灰

層をのせる。背面には、北服用・南服用合流点の北方に急傾斜部がある。

胆沢段丘は扇央一扇端部においてさらに4段に細分され、高位から順に上野原・横道・堀切

・福原の各段丘と呼ぶ。配列は同様順で南から北である。高位の2段と堀切段丘の一部は西方

へ取れんし、福原段丘は堀切段丘に取れんし、さらに西方で堀切段丘が分岐する。福原段丘で

は黒沢尻火山灰がのり、その下半に村崎野洋右が見られる。

上野原・横道・堀切の各段丘には、黒沢尻火山灰と、その下位に前沢火山灰がのろ。

水沢段丘は胆沢川南岸および北上川沿いによく発達し、新鮮な面を保つ。水沢市北部では河

岸低地との比高約10mであるが、下流方へ次第に比高を減じ、段丘崖も若干不明瞭となる。な

お、北常盤から西北方に向かって大規模な沖積面(凹部)が走り南北に二分される形をとる。

本地域の流水も北上)il水系に属する。北上Iilに合流する諸河川はいずれも大略東西走のもの

である。東岸の支流は荒川(人首川と伊千川の合したもの)、大田代用、兵土沢その他の丘陵地

に発する小規模なものである。西岸には胆沢川、永沢月i、太郎ヶ沢、岩堰)l上 白烏Ii上北服用

・南服用の合した衣川iなどがある。人工的改変をうけていることにもよるが、胆沢扇状地上の

水系は単純な形態をとっている。

大略以上が本地域の段丘を中心とした地形のあらましである。各段丘面はその面上の小河川

によりそれぞれ開析され、小規模な沖積地・自然堤防その他を形成しており、一様な景観を示

すものではない。
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一地区概観一

最後に北上IiI河岸低地を見ておく。ここにも他と同様に自然堤防・後背湿地・旧河道・-砂洲

・砂礫推その他が形成されており、一様な低平地では決してない。

以上の段丘・自然堤防などは後述のように集落立地と密接な関係を有している。

2.遺跡の立地について(第1図)

遺跡の立地と地形との関係(とりかす胆沢扇状地におけるそれ)については別にふれるので

ここでは概観するにとどめる。既述の如くにこの地域は段丘群の発達が顕著であり、それと遺

跡立地は密接に関係している。

確実例の多い縄文時代からみると、北上川河岸低地(沖横地)以外のあらゆる地域を占地し

ているといってよい。勿論段丘面上に見られる小規模な水系と密接に関連しなから分布するこ

とはいうまでもない。伊藤鉄夫氏の教示によると縄文時代内の時期による立地の変遷がある。

それは晩期などより新期になればより低位部分へ立地する傾向下にあるというものである。胆

沢扇状地の扇頂部たる宮沢原(中位段丘上)周辺においても、扇端部たる低位段丘の崖綾部に

おいても共通する。前者においては、より高位置に見られる晩期遺跡は低位置のそれに比しよ

り小規模化する、という形をも伴っている。縄文時代晩期には河川沿いの自然堤防上を占地す

るなど「低地進出」傾向が顕著なことは既によく知られた現象である(本地域の里槍など多数

の例)が、それが本地域の高位部においてはこのような具体相を示すことになる。

弥生時代については数類型ある。常盤遺跡などの河岸低地上の微高地を占地するもの、杉の

堂・橋本、胆沢町角塚古墳周辺など低位段丘上に立地するものである。しかしこの両者はいず

れもその前提として規模の大小はあるものの沖積地の存在があると思おれ、その点で共通性が

ある。なおこの立地原則は、古墳時代・奈良時代前半と共通するものである。この他に山腹な

どを占地する例もあり、この時代についてはその生業的側面を単一の視点から検討するのみで

は不十分なことは明らかである。

なお河東の江刺地方においても、河岸低地の微高地(自然堤防上)への占地が見られ、それ

は住居跡を伴うものであった可能性が高い。伴出土器に籾庄痕も見られることかちも稲作を行

なっていた可能性大のものもある。常盤例に共通しよう。

古墳時代についてもその類例が増加しつつある。その立地は低位段丘面上形成された小規模

な自然堤防様の微高地上、開析されて形成された崖状地形の縁辺部、あるいは段丘崖縁辺など

に限定される。角塚付近では化石河床の合流も見られ、沖積地の発達がある。高山・西大畑・

面塚・膳性などがそれらに該当し、少なくとも前三者においては、その眼前に泥炭層の発達も

想定しうるほどの湿地帯をひかえる、という共通点をもつ。今後は遺跡周辺の微地形をさらに

検討し、存在したであろう小規模な水系との関係などを確認する必要があろう。

-
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一地区概観-

7世紀代-8世紀初期(奈良時代初期)までについては、基本的には類似した占地を示し、

西大畑・脂性・面塚などにおいては前代のものと重複して存在する。集落規模は前代に比し若

干大きくなるものの、その占地に変化はほとんどない。これが生産力のいかなる状況を反映す

るがは検討に値する課題である。

8世紀前半(奈良時代前半)のものも大略共通する占地を示す。ただし玉賞のようにより低

位の沖積段丘上を占地する例もある。ただしここの利用状況は、古代についてはこの時期の単

一利用のみが行なおれている。石田例のように崖縁辺からより内部への進出が見られる場合も

ある。

8世紀後半(奈良時代後半)も基本的には同一の占地を示すが、前述の崖線部より若干内部

も占地例がさらに増加する。さらに胆沢町中十文字のように中位段丘下段の福原段丘面上にの

ろものも出現する。占地上でもかなり変化が始まりつつあるといえよう。

以上のように7世紀へ8世紀の占地は基本的には低位段丘面上にのろ場合が多いが、現状で

の遺跡分布は水沢段丘の北半部(福原段丘の崖線の東西延長線上よ十月ヒ)に限定され、それ以

南には稀である。同一段丘面上ではあるが、水系の発達がまったく異なる様相を示すことによ

るのであろうか(濁。また河東の江刺地方においては、奈良時代後半(末期)ごろに既述の弥生

時代と同一の微高地上へも進出し始める。ここにおいても何らかの変化のきざしが見えはじめ

たといってよいのであろう。

平安時代になると占地の回ま一気に拡大し、従来の低位段丘面に加え、河岸低地上の自然堤

防上、 (低位の)水沢段丘の南半の自然堤防上、中位段丘面上へも進出しはじめる。先行する時

期の集落の痕跡を何ら示さない例も多い。また前代から継続してきた集落の中にも大鶴などを

伴なう例が出てくる。したがって、この期の集落の営なまれ方には、かなり政治的なもの(計

画村落)があることが窺おれる。

以降の時代については省略するが、中・近世の城舘は、陸上・水上交通の要地に設けられる

ことはいうまでもない。

再度古代についてふれてまとめとする。古代も比較的初期、とりかナ古墳時代に関連する遺

跡・造物が(北上河西については現流路よりかなり)西に偏した部分にも検出されている点に

留意すべきであろう。角塚そのものの位置のみならず、金ヶ崎町高谷野原の須恵器の存在、同

館山遺跡における円筒殖輪の出土などからすると、該期における重要性が反映していると考え

られるのである。諸先学により、古代の交通路はより奥羽山脈寄りなることが既に述べられて

きたが、それをきちに確認する意味でもこの地域が注意されてよい。それら単に南北の交通路

のみならず東西の交通路にもなりうる地点だからである。

注 林前述跡,岩手県水沢市文化財報告書 第3集 水沢市教育委員会1979.3
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