
遺跡　遺構ڮ಄図版１　寺跡（3�次）・平安京ӈ京条一坊十三町跡・ר

１　্層全景（北から）

２　Լ層全景（北から）



಄図版２　特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園（25次）　ଌྔ図ר

１　ࣛԓ（ࣉֳۚ）ࣉఉԂଌྔਤ（ژॴଂ・ݪਤॖई１ɿ1���ɼ͕ࠨ北）



಄図版３　特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園（25次）　遺構ר

１　第１トレンチａ区（南東から）

２　第１トレンチｂ区（南から）



಄図版４　特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園（25次）　遺構ר

１　第２トレンチ（北東から）

２　第２トレンチ（東から）



ࠂ遺跡ൃ掘調査ใࢢژ

ྩ２

２̌２１３݄

ہ　ຽ　ࢢ　จ　Խ　ࢢ　　ژ
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ݴ　　ྫ

１　�ຊॻɼژ͕ࢢจԽிͷิݿࠃॿΛಘ࣮ͯͨ͠ࢪɼྩ２ͷژࢢൃ掘調査ใࠂॻͰ

͋ΔɻຊॻͰྩ２ʹ࣮ൃͨ͠ࢪ掘調査ՌΛใ͢ࠂΔɻ

２　�調査ژࢢจԽࢢຽہจԽܳज़ࢢਪਐࣨจԽࡒอޢ՝͕ओମͱͳりɼެӹஂࡒ๏ਓژ

ԉΛड͚ͨɻࢧॴͷڀݚࡒຒଂจԽࢢ

３　調査地・調査ظ間・調査面ੵ・調査୲ऀɼԼهͷͱ͓りͰ͋Δɻ

ᶗ ฏ҆ژࠨژҰ条ࡾेҰொ跡・旧二条城跡　（ड付൪߸　1�H�13）

� � ղ༝খ࿏ொ171צ区ࣨொ௨Լ立ച্Δژ্ࢢژ

� � 2�2�４݄７ʙ５݄15　81ᶷ　　দ��Ղಸ

ᶘ 西ࣉ跡（38次）・ฏ҆ژӈژ条Ұेࡾொ跡・ڮ遺跡　（ड付൪߸　2�H���）

� � ொ17ࣉ西ڮ南区ࢢژ

� � 2�2�６݄１ʙ６݄2�　75ᶷ　　ླ࢙ٱ��

ᶙ ಛผ࢙跡・ಛผ໊উ　ࣛԓ（ࣉֳۚ）ࣉఉԂ（25次）　（ड付൪߸　2/�41）

� � ொ１ࣉ北区ֳۚࢢژ

� � 2�2�８݄31ʙ1�݄21　34�2ᶷ　　۽井��྄հ

ᶚ ২物Ԃ北遺跡（ड付൪߸���1�S�14）

� � 区দϲ࡚ࣳຊொ４ʵ３ɼ４ʵ８ژࠨࢢژ

� � 2�2�４݄27ʙ５݄1�　73ᶷ　　৽ా��ԝ

ᶛ 北നഇࣉ・্ऴொ遺跡　（ड付൪߸　1�S47�）

� � 区北ന東ϊொ25ʵ１ژࠨࢢژ

� � 2�2�４݄６ʙ４݄22　78ᶷ　　۽୩��ࢠ

ᶜ 北നഇࣉ・্ऴொ遺跡　（ड付൪߸　2�S34�）

� � 区北ന東ϊொ25ʵ２ژࠨࢢژ

� � 2�2�1�݄７ʙ11݄５　85ᶷ　　ਗ਼ਫ��ૣ৫

ᶝ 跡（24次・25次）ࣉئՊຊࢁ

� � �ʬ24次ʭژࢁࢢՊ区西ࢁ֊ொ3�ʵ2ɼ38ʵ1ɼ51（ड付൪߸　18S578）　

� � � � 2�1�12݄９ʙ12݄1�　3�ᶷ　　Ԟ井��ஐࢠ

� � �ʬ25次ʭژࢁࢢՊ区西ࢁ֊ொ44（ड付൪߸　2�A��1）　

� � � � 2�2�６݄１ʙ６݄3�　�4ᶷ　　Ԟ井��ஐࢠ

ᶞ ௗӋٶ跡（15�次）　（ड付൪߸　2�54�5）

� � 区ాড়ఏӃொ�5ݟ෬ࢢژ

� � 2�2�11݄９ʙ11݄1�　5�ᶷ　　ࠇਢ��ѥࢠر

４　ຊॻͷࣥච୲ɼຊจͷඌʹ͍ͯ͠هΔɻ



−JJ−

５　�ຊॻʹ༻ͨࣸ͠ਅͷࡱӨɼެӹஂࡒ๏ਓژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴʹҕୗ͠ɼ遺構・遺物ͷ

Ұ部調査୲ऀ͕ͨͬߦɻ

�　�ຊॻͰ༻ͨ͠遺物ͷ໊শ及びࣜܕ・ࣜܗɼҰ部Λআ͖ɼฏඌʮ土ߟ࠶ثࢣʯh བ࢙ ɦݚ

Δɻ͢ڌॴ2�1���ʹ४ڀݚࡒຒଂจԽࢢژ（ࡒެ）　߸ཁ第12لڀ

7　�ຊॻͰ༻ͨ͠土৭໊ɼྛਫ࢈লྛਫٕ࢈ज़ձٞࣄہमͷʰ৽൛ඪ४土৭ʱʹ४

ͨ͡ɻ

8　�ຊॻதͰ༻ͨ͠ํҐ͓Αび࠲ඪͷɼੈքଌ地ܥ　ฏ面֯࠲ඪܥᶜʹΑΔ（ͨͩ͠ɼ

୯Ґ（̼）Λলུͨ͠）ɻ·ͨɼඪߴ5�1�（東ژฏۉւ面ߴ）ʹΑΔɻͳ͓ɼ調査ʹ͓͚

Δଌྔ基४ͷઃஔɼެӹஂࡒ๏ਓژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴʹҕୗͨ͠ɻ

�　�ຊॻͰ༻ͨ͠地ਤɼຊࢢܭࢢըߦൃہͷܭࢢը基ຊਤ（ॖई1�25��）ʮᡉָնʯʮޚ

ॴʯʮதՏݪʯʮകখ࿏ʯʮ҆ࣉʯʮ۽ࠓʯʮࢁՊʯʮҴՙࢁʯʮקमࣉʯʮ୮ڮʯʮதॻౡʯΛ

調整ͨ͠ͷͰ͋Δɻ

1� ຊॻͷ࡞及びฤूɼژࢢจԽࢢຽہจԽܳज़ࢢਪਐࣨจԽࡒอޢ՝Ͱͨͬߦɻ

̍ ̎ ̏ ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕ �� �� �� �� ��

" # $ " # $ " # $ " # $ " # " # $ " # $ " # " # $ " # $ " # $ " # " # " #

75� 84� �3� 1�2� 117� 12�� 135� 141� 15�� 1�8� 174� 18�� 18��111� 15��
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ຊ　จ　　次

ᶗ　ฏ҆ژࠨژҰࡾेҰொɾچೋ

　１ɽ調査ܦա ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� １

　２ɽ遺　跡 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� １

　３ɽ遺　構 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ４

４ɽ遺　物 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

　５ɽখ　݁ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

　６ɽෟ　અ　旧二条城跡ງͷද面୳査 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

　７ɽ૯　ׅ　旧二条城跡ͷ࢙ࢢ及び城্ֲ࢙ͷಛ ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1�

ᶘ ࣉʢ࣍��ʣɾฏ҆ژӈژҰेࡾொɾڮҨ

１ɽ調査ܦա �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23

　２ɽ遺　跡 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23

　３ɽ遺　構 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

　４ɽ遺　物 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

５ɽ·ͱΊ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

ᶙ　ಛผ࢙ɾಛผ໊উ　ࣛԓࣉʢֳۚࣉʣఉԂʢ࣍��ʣ

１ɽ͡Ίʹ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

　２ɽҐஔͱڥ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

　３ɽ地ܗଌྔ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45

　４ɽ第１トレンチͷ調査 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

５ɽ第２トレンチͷ調査 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�

６ɽ土ஃ地ܗͷվม ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2

　７ɽ遺　物 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5

　８ɽ·ͱΊ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

ᶚ　২ԂҨ

１ɽ調査ܦա �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7�

　２ɽ遺　跡 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7�

３ɽ遺　構 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73

　４ɽ遺　物 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78

５ɽ·ͱΊ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7�

ᶛ　നഇࣉɾ্ऴொҨᶗ

１ɽ調査ܦա �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 82

２ɽ遺　跡 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
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３ɽ遺　構 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85

４ɽ遺　物 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�

　５ɽ·ͱΊ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3

ᶜ　നഇࣉɾ্ऴொҨᶘ

　１ɽ調査ܦա �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

２ɽ遺　構 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7

３ɽ遺　物 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1��

４ɽ·ͱΊ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111

ᶝ　ࢁՊຊࣉئʢ��ɾ࣍��ʣ

１ɽ調査ܦա ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115

２ɽ遺　跡 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11�

３ɽ遺　構 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123

４ɽ遺　物 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 135

５ɽ·ͱΊ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137

ᶞ　ௗӋٶʢ࣍���ʣ

　１ɽ調査ʹࢸΔܦҢͱܦա �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13�

　２ɽҐஔͱڥ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14�

３ɽ調査Ռ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 145

　４ɽ·ͱΊ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 148

ใࠂॻঞ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14�

ਤ　൛　　次

ߏҨ　ҨڮொɾࡾҰेژӈژʣɾฏ҆࣍��ʢࣉ಄図版̍　ר

１　্層全景（北から）

２　Լ層全景（北から）

ʣ　ଌྔ図࣍��ʣఉԂʢࣉʢֳۚࣉɾಛผ໊উ　ࣛԓ࢙಄図版̎　ಛผר

１　ࣛԓ（ࣉֳۚ）ࣉఉԂଌྔਤ（ژॴଂ・ݪਤॖई１ɿ1���ɼ͕ࠨ北）

ߏʣ　Ҩ࣍��ʣఉԂʢࣉʢֳۚࣉɾಛผ໊উ　ࣛԓ࢙಄図版̏　ಛผר

１　第１トレンチａ区（南東から）

２　第１トレンチｂ区（南から）

ߏʣ　Ҩ࣍��ʣఉԂʢࣉʢֳۚࣉɾಛผ໊উ　ࣛԓ࢙಄図版̐　ಛผר

１　第２トレンチ（北東から）
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ᶗ　ฏ҆ژࠨژҰࡾेҰொ跡ɾچೋ跡

１．調査経過

本件は個人住宅兼ڞ同住宅建設にともなう発掘調査である。調査地は上京区室町通下立ച上るצ

解༝小路町171に位置する。周知の埋蔵文化財包蔵地である「平安京跡」および「旧ೋ条城跡」に

該当し，令和元年12月11日に文化財保護法第93条第１項に基づく届出が提出された。当該地は

旧ೋ条城跡の内ֲ北の推定線上に位置しており，立地上の重要性から発掘調査を実施した。調査

は令和２年４月7日から5月15日まで行った。調査区は計画建物範囲内の西側に設定した。これは

旧ೋ条城跡の۶曲部推定位置を調査するためである。調査面積は西側の֦ு範囲を含め約81㎡

である。

２．Ҩ　跡

（１）立地ͱྺ࢙తڥ（ਤ１・２）

調査地は京都ຍ地の東部に位置し，現在の京都御ԓ西側にあたる。中世の中心的な街路である室

町通に面している。平安京条では左京一条ࡾे一町跡に該当し，中世には室町幕府15代ক܉

利ٛতのډ城「旧ೋ条城」があった。下立ച通をڬΜで南側には，ٛতのܑで13代ক܉のًٛ

が造営した「衛ਞ御所」があり，現在も町名として「衛ਞ町」の名が残る。室町時代末期の要

地であったとݴえる。たͩし，中世京都における相ର的な位置でݴえば，防御用の堀で囲まれた街

区「上京」および「下京」の中間地ଳに当たる。

ਤ１　ฏ҆ژͷҐஔ（1ɿ8����） ਤ2　調査地Ґஔਤ（1ɿ5���）
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（２）पลͷ調査（ਤ５ʙ７・ද１）
地下鉄ӊ丸線建設の調査で確認された４ϲ所の跡には石֞が伴っていた。石֞には，石やޒ

輪塔などの石造物が使われており，位置が旧ೋ条城の推定地であったことから，地中に旧ೋ条城跡

の痕跡が残っていること，ルイス・ϑϩイスの記述（『日本࢙』）にあるように石֞には石造物が使

用されていることが明らかとなった。ӊ丸線の調査成果によって「旧ೋ条城跡」はগなくとも内ֲ

と外ֲを࣋ち，内・外ೋ条のが८っていたことが確実となった。またこの4ϲ所は位置の復元

に際する定点となった。

その後現在までの40年間で行った発掘・ৄ細分布調査により外と内の間にもさらに一条堀

が८っていることが分かった。たͩし，旧ೋ条城跡の範囲には衛ਞ御所もあり，新たに見つかっ

た堀は利ًٛ期の堀の可能性もある。これらを含めた調査事ྫについては表１にまとめた。

本件は内北辺の西端推定地にあたり，が確認出དྷればこれまでは l点z であった内の報

が l線z になる。また，これまでの復元Ҋ１）では，は室町通のख前（東）で南に曲がると想定さ

れており，それを検ূする必要があった。

「旧ೋ条城」は，ٛতのために৫田৴長が建設した城で『ݴ継ᷭ記』などから「衛ਞ御所」の

跡地を含む地域に建設されたことがわかっていた。想定地は広範囲に及Μでいたが，地下鉄ӊ丸線

の工事時に東西方向のが4条確認されたことから，おおよその場所が判明した。この調査結果を

受けた想定図によると，当該地は内ֲ北跡にൺ定される。

ਤ３　調査区ஔਤ（1ɿ5��）

̌ 10̼

ௐࠪ۠（༧ఆ）
1�� ᶷ（最େ　ງの位ஔ࣍ୈͰॖখ）

ௐࠪ۠

ෑ

物ݐըܭ

ௐࠪલの
ਪఆઢ

ࣨ
ொ
௨
Γ

ਤ４　ۀ࡞෩景（北西から）

ਤ５　ᶃ地検出ͷ旧二条城跡濠北ੴ֞（南東から） ਤ６　ಉ南ੴ֞東　（北から）　
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ਤ７　旧二条城跡ງਪఆઢͱपลͷ調査ྫࣄ（１ɿ2���）　（ژݱࢢ況ฏ面ਤত�3Λվฤ）
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３．Ҩ　ߏ

（１）基ຊ層ং（ਤ８ʙ1�）

調査の結果，当該敷地は全て旧ೋ条城の跡であった。埋土の上位には近世の整地層が積Έ重

なっていた。基本層序は以下のとおりである。

現地表面（以下(-）下0.2ｍで暗褐色砂టからなる幕末整地層，この層以下(-�1.1ｍまで近世中

期以߱の整地層が重なっていた。整地層最上面から幕末の火ࡂॲ理にともなう土が掘り込まれ

ており，その下位にগなくとも3層の整地が確認できた。幕末よりも古い火ࡂॲ理土もあり，当

該地はԿ度も火ࡂに見われたと推測

される。(-�1.1ｍでԫ褐色粘質土とట

砂からなる整地層の上面を第１面とし

て遺構検出を行った。時期は近世前期で

ある。(-�1.2～�13ｍで暗灰ԫ色砂టや

粘質土からなる整地層を検出した。この

上面を第2面とした。時期は安土౧山時

代から江戸時代の初頭と推測された。

ද１　पลͷ調査ྫࣄ（ਤ７ʹରԠ）

ௐࠪ۠（༧ఆ）
1�� ᶷ（最େ　ງの位ஔ࣍ୈͰॖখ）

ௐࠪ۠
֦ு۠

ෑڥք

ௐࠪલの
ਪఆઢ

ௐࠪޙの
ਪఆઢ

ࣨ
ொ
௨
Γ

̌ 10̼

"
"`

# #`
น

ೆน

൪߸ 調査ه߸（ൃ掘調査） ॻ੶ࡌܝ

ᶃ ӊؙઢ9-1 ʰژߴࢢమಓӊؙઢ　遺跡調査ใᶗʱژߴࢢమಓӊؙઢ遺

跡調査ձɼ1�7� ɻ

ʰژߴࢢమಓӊؙઢ　遺跡調査ใᶘʱژߴࢢమಓӊؙઢ遺

跡調査ձɼ1�8� ɻ

ʰژߴࢢమಓӊؙઢ　遺跡調査ใᶙʱژߴࢢమಓӊؙઢ遺

跡調査ձɼ1�81 ɻ

ᶄ ӊؙઢ9-2ɼᶺ 44ɼᶺ 4�ɼᶺ 52
ᶅ ӊؙઢ 9-�ɼᶺ 15ɼᶺ 24ɼᶺ 25ɼᶺ 53ɼᶺ 54
ᶆ ӊؙઢ 9-7

ᶇ ��H12� ฏ҆ژࠨژҰ条ࡾेҰொ跡�ൃ掘調査ऴྃใࠂɼݹจԽ調査ձɼ2��1ɻ

ᶈ �8H��4 ʰฏ҆ژࠨژҰ条ࡾொ・旧二条城跡ʱݹจԽ調査ձ 2�12 ɻ
ᶉ ࠂிࣷෑ地遺跡調査ใܯࢢژ Ӊ৾ࠤҰʮژܯࢢிࣷෑ地遺跡調査ใࠂʯh ݹʱ第２߸ɼڀݚֶݹ

�ɼ1�5ڀݚֶ ・தډࢤʮ旧二条城跡ʯh ॻࠂதੈ城ؗ跡調査ใژ

ʵࢁ城ฤʵʱ第３ɼژڭҭҕһձɼ2�14 ɻ
ᶊ 8�HK-*Fɼ15H277 ʮ1�　ฏ҆ژࠨژ二条ࡾொʯhত 55ژࢢຒଂจԽࡒ調査֓ཁʱ

ॴɼ2�11ڀݚࡒຒଂจԽࢢژ（ࡒ） ・h ฏ҆ژࠨژ二条ࡾொ跡・

旧二条城跡・ӊؙؙଠொ遺跡ʱɻ େொͷ調査ʵɼݹจԽ調査ձɼ2�1�ɻ
調査ه߸ 調査ͷ༰ࡉৄ ใࠂॻ໊
8�H-

124

(--��35 ʙ -1�7 ̼·Ͱփ৭ట࠭層Λ検出ɻ ʰژࢢ遺跡ࢼ掘立ձ調査֓ใত55 ɦژࢢจԽہޫ؍ɼ1�81ɻ

82H-

181

(--1�3 ͷแؚ層ɻ西ଆͰ࣌חͯʹ̼ -1�4 ̼

ࣨொ࣌ͷ土ᆮ８基検出ɻ

ʰژࢢ遺跡ࢼ掘立ձ調査֓ใত57 ɦژࢢจԽہޫ؍ɼ1�82ɻ

�5H-

4�1

ᶺ１�(--1�5 ̼ࣨொͷแؚ層ɻᶺ２�(--1�7 ̼ 15 ʙ

1� 部٭ͷ࣭נͷแؚ層ɻഉ土Αりلੈ

ʰژࢢ遺跡立ձ調査֓ใฏ８ʱژࢢจԽࢢຽہɼ1��7 ɻ

��H-

52�

ᶺ1�(--��71̼ɼ-1�12̼近ੈҎ߱ͷแؚ層ɻʌ 2�-1�8

̼·Ͱ৭࠭టͷ地ࢁΛͬͯࣨொͷ土ɻ

ʰژࢢ遺跡立ձ調査ใࠂฏ 1�ʱژࢢจԽࢢຽہɼ2��8 ɻ

11H-

358

ᶺ 1�(--��� ̼近ੈҎ߱ͷ土ɼ-1�5� ̼ΦϦʔϒࠇ

৭࠭టɼ-1�83 ̼ΦϦʔϒࠇ৭࠭ట　ᶺ 2�(--1�� ̼

ࣨொ後ظͷแؚ層）ɼ-1�4 ̼ฏ҆ͷแؚ層ɻ

ʰژࢢ遺跡ৄࡉ調査ใࠂฏ24 ɦژࢢจԽࢢຽہɼ2�13ɻ

18H-

252

(--��48NͰ҉৭シϧトͷ近ੈแؚ層ɼ-��83 ̼Ͱ

ԫ৭೪土࣭シϧトظ࣌ෆ໌整地層ɼ-1��5 ̼Ͱ҉

৭シϧトࠞ࠭ɼ-1�17 ̼ͰΦϦʔϒ৭࠭ɻ

ʰژࢢ遺跡ৄࡉ調査ใࠂฏ3� ɦژࢢจԽࢢຽہɼ2�1�ɻ

ਤ８　壁面断面ͷりҐஔ（１ɿ5��）
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(-�1.4ｍ～�4.6ｍまでは埋土，�4.6ｍで暗੨灰色砂礫の地山を部分的に確認した。

周辺の調査事ྫではT.1.45m～46mの間で地山や中世の包含層が確認される事が多い。今回の調

査ではT.1. 46m以下は旧ೋ条城のによって乱されていたため，室町時代後期以前の地層につい

ては不明である。整地層中から須ܙ器，ᬵಃ器，中世前期の土師器皿などが出土しており，旧ೋ

条城の造営以前には各時代の遺構面があったものと推測される。

（２）遺構（ਤ11ʙ17・ද2）
今回の調査で最も古い時期の遺構は旧ೋ条城跡のである。調査地の全てが内に該当するため

断面؍を主؟とした調査を行い，必要に応じて加の確認トレンνを入れた。平面調査は埋め

立て後の面を2面調査した。
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1�2
1�3

1�4

2�1
2�2

1�1 5YR4/� 褐色ম土・נ
1�2 2.5Y4/2 暗灰黄色ట砂（5～10ᶲେの礫ؚΉ）
1�3 �.5YR3/1 ࠇ褐色砂ట（ম土・炭ؚΉ）
1�4 �.5YR4/6 褐色ম土・נ
2�1 10YR3/2 ࠇ褐色ట砂（炭・ম土・ؚנΉ）
2�2 10YR5/1 褐灰色砂礫
3 �.5YR4/6 褐色ట砂（ম土ؚΉ）
4 2.5Y4/2 暗灰黄色ట砂（5～10ᶲେの礫ؚΉ）
5 2.5Y4/2 暗灰黄色砂ట
6 2.5Y5/2 暗灰黄色砂礫
� 2.5Y4/1 黄灰色ట砂（2～5ᶲେ礫ؚ）
� 10YR3/3 暗褐色ట砂（ম土ؚΉ）
� �.5YR3/1 ࠇ褐色ట砂（ম土ؚΉ）
10 �.5YR3/2 ࠇ褐色砂ట（ম土ؚΉ）
11 �.5YR3/1 ࠇ褐色ట砂（ম土・炭ؚΉ）
12 2.5Y4/1 黄灰色ట砂（5～10ᶲେの礫ؚΉ）
13 10YR3/2 ࠇ褐色ట砂（5～10ᶲେの礫ؚΉ）
14 �.5YR3/1 ࠇ褐色砂ట（ম土・炭ؚΉ）
15 10YR5/2 灰黄褐色נʴట砂【ཷנり】
16 10YR3/2 ࠇ褐色砂ట
1� 5YR4/6 褐色ম土（砂・炭ؚΉ）
1� �.5YR3/3 暗褐色ట砂（ম土多量にؚΉ）
1� �.5YR3/1 ࠇ褐色ట砂（ম土多量にؚΉ）
20 �.5YR3/3 暗褐色ట砂（ম土多量にؚΉ）
21 �.5YR4/4 褐色ట砂ʴম土
22 �.5YR4/4 褐色ম土ʴנ

̌ ３̼

ୈ̍໘
ୈ �໘

23 　10YR3/1 ࠇ褐色ట砂（5～10ᶲେの礫ؚΉ）
24 　2.5Y4/2 暗灰黄色ట砂（5～10ᶲେの礫ؚΉ） 
25�1　  2.5Y4/1 黄灰色ట砂（5～10ᶲେの礫ؚΉ）
25�2　  2.5Y5/6 黄褐色粘質土（砂，2～3ᶲେの礫ؚΉ）
25�3　  2.5Y3/2 ࠇ褐色砂礫（炭ؚΉ）
25�4　  2.5Y4/1 黄灰色ట砂（5～15ᶲେの礫多量にؚΉ）
26     2.5Y5/6 黄褐色粘質土（砂，2～3ᶲେの礫ؚΉ）
2� 　5YR4/6 褐色ম土，砂
2�　　 10YR4/2 灰黄褐色砂礫
2� 　10YR3/3 暗褐色ట砂（ম土，2～3ᶲେの礫ؚΉ）
30 　10YR4/1 褐灰色ట砂（5～10ᶲେ礫ؚΉ）
31 　2.5Y3/2 ࠇ褐色砂礫（炭ؚΉ）
32 　2.5Y4/1 黄灰色ట砂（5～10ᶲେ礫ؚΉ）
33 　2.5Y4/1 黄灰色ట砂（5～10ᶲେ礫ؚΉ）
34 　2.5Y5/4 黄褐色粘土ʴట砂（１～5ᶲେの礫ؚΉ）【】
35 　10YR4/2 灰黄褐色ట砂（1～5ᶲେの礫多量にؚΉ）【】
36 　2.5Y4/2 暗灰黄色ట砂ʴ2.5Y6/6 ໌黄褐色　粘質土【】
3��1 　10YR3/1 ࠇ褐色砂ట（1～5ᶲେの礫多量にؚΉ）
3��2 　10YR3/1 ࠇ褐色砂ట（5～20ᶲେのੴ多量にؚΉ）
3��3　  10YR3/1 ࠇ褐色砂ట（粘土ブロックؚΉ，5～10ᶲେの礫多量にؚΉ）　
3��4　  10YR3/2  ࠇ褐色ట砂（5～10ᶲେの礫ؚΉ）
3��1 　10YR3/1  ࠇ褐色ట砂（１～15ᶲେの礫多量にؚΉ）
3��2 　10YR3/1 ࠇ褐色ట砂（１～15ᶲେの礫多量にؚΉ）
3� 　10YR3/2 ࠇ褐色ట砂（１～10ᶲେの礫ؚΉ）【4%1�】
40 　10YR5/2 灰黄褐色砂礫（͔ͳりݻ క͘まる）
41 　10YR4/1 褐灰色砂礫
42 　10YR3/2 ࠇ褐色ట砂（5～10ᶲେの礫，ࢁブロックؚΉ）

【4,6】

【4%1�】

【4%15】
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ࣨொ時

当該敷地は南北幅約12ｍ，東西幅約31ｍの東西に長い土地区画をఄしている。ӊ丸線に伴う調

査で検出された内北辺の幅は14.3ｍで当該敷地全域がその延長線上にऩまる。敷地全体がで

ある可能性が高く，まずは直交断面を確認するため調査区の東端にトレンν（"�"` 断面）をいれ

た。またこれまでの復元図では室町通をಥきൈけず東辺に沿って南へ曲がると推測されていたた

め，これを検ূする目的で室町通に近い場所に東西方向のトレンν（#�#`）をいれた。

当該敷地の幅を超えているため，幅は確認できなかった。深さは(-�4.6ｍ，当時の（）�4%1

面からの深さは3mでڱ小な範囲しか確認できなかったが底部は箱掘りである。トレンν内の全て

の壁面が，近ࣅした堆積層および整地層であったことから敷地全体が跡であると判断した。埋土

は，機能時堆積層（下層），埋土（中層），丁寧な埋め戻し土（上層）のࡾ層に大きく分かれた。ま

た上層の上位で凹Έをならした整地層（図11層８・９・11・12）を検出した。

下層は層厚40～60ᶲで4層（図11層21～24）に細分した。༗機物を含む水成堆積で堆積状گ

から水堀であったと考えられる。層21は粗砂とシルトのޓ層，層24はシルトをやや含む砂礫で堆

積層の一部である。

中層は層厚約100ᶲで3～６層（図11層14～20）に細分した。砂礫を多量に含む黒褐色砂ట

及び砂礫からなる埋め立て土である。

上層はԫ褐色粘土と黒褐色ట砂のޓ層で，層厚約10ᶲの細かい୯位が؍された。丁寧にݻく

ୟきしめられていた。

ਤ11　A-A�壁面（SD18）　断面ਤ（１ɿ1��）
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からはほとΜど遺物が出土しなかった

が，北壁層46（図９）から，土師器皿が3点

出土した。細片のためৄ細な時期は不明ͩが

10#～10$段֊の特を࣋ち，機能時期は旧

ೋ条城跡の年代؍とໃ६しない。

埋め戻された時期を検౼するため，中・上

層掘削時に意深く遺物を集めたが，図化で

きるような破片はほとΜど出土しなかった。

細片のためৄ細な時期は不明ͩが，やはり

10#～10$段֊の特を࣋つ。断定はできな

いが現段֊ではは室町時代末～安土౧山

時代に埋められたと考えられる。

`"�"が曲がるかを検ূするためೋ方向の断面を確認した。直交方向の断面である では，の堆

積層は南が高く北へ下がる斜め堆積になっていた。これにରしてと平行方向の断面である#�#` は

`#�#。の堆積層および整地土は֓Ͷ水平であった 断面の掘削底で１辺約１ｍの大きな落石を検出

したが，石֞は確認できなかった。室町通より東で曲がる場合には，の西壁が検出されるはずͩ

が検出されず，西へ水平に堆積する地層を確認したのΈである。は南に曲がらず室町通をಥきൈ

けている可能性が高い。

҆土౧ࢁ時～ށߐ時ॳ಄


15～4,13）埋め立て後の上面（第２面）で南北方向の溝（4D15・17），土を検出した。

4%15はগなくとも1度掘り直されている。断面の؍からࡾ本に分けて報告する。

4%15�1ɹ調査区中央部で検出した溝で幅2.5m深さ0.7ｍ，北と南に延びる。南半は東に蛇行す
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る。4D15�2・3に切られる。埋土は大き

く2層に分かれ，上層（層６）は暗灰色ట

砂からなる。礫を含Έݻくకまる。下層

（層７）は黒褐色ట砂からなる。層８は黒

褐色ట砂で，溝の掘削時に崩れた土と推

測する。

4%15�2ɹ4D15�1の東側で検出した溝

で幅1.4ｍ深さ0.6ｍであった。断面では

4D15�3に切られているがซ存していた

可能性もある。東ݞは平面では検出でき

ていない。埋土（層４）は黒褐色砂టで

礫と粘質土ϒϩッΫを含む。層５は4D15

に伴う土の可能性もあるが層７を切って

いたため4D15�2の一連と解釈した。

4%15�3ɹ4D15�2の西側で検出した溝

で4D15の切り合い関係では最も新しい。幅1.1ｍ深さ1.0ｍ，埋土は礫を含む黒褐色砂టで上下に

分かれ（層3�1，3�2）層３�１はݻくకまっていた。規模と形状から֦ு区で検出した4D17とରに

なる可能性がある。

4D15の最上層は一連の凹Έを埋めた整地層（層２）で層厚10ᶲ，暗灰ԫ色ట砂と明ԫ褐色粘質

土からなりݻくకまる。

4D15からはগ数ͩが16世紀後༿～17世紀初頭の遺物が出土した。

4%1�ɹ西側の֦ு区で検出した南北方向の溝で，幅1.2ｍ深さ0.9ｍで埋土は暗褐色砂టである。

4,13ɹ調査区の北西部で検出した土で南北1ｍ以上，東西１ｍ，深さ0.1ｍの楕円形をఄして

いる。4,14と一連で検出した。掘り下げると長辺約0.2ｍの石がࡾ石配されており，その間からಔ

મと土師器皿が出土した。

4,14ɹ調査区の北西端で検出した土状の凹Έで，東西２ｍ以上南北1.4ｍ以上を測る。深さは

ਤ15　SD15　断面ਤ（１ɿ5�）
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0.4ｍで埋土は大きく２層に分かれ下層は黒褐色ట砂と層厚3ᶲの炭層，上層は明褐色粘質土と砂

礫の整地層であった。

4,13・14からは江戸時代初頭の遺物が出土した。

時ށߐ

第２面の直上にある整地層は2層に細分された。上層の整地層（北壁21，南壁31・34）は֓Ͷ

調査区全体に広がり，これを第１面として江戸時代前期の礎石建物，土，江戸時代中期の井戸・

土を検出した。また下層の整地層（北壁層23，25南壁32・35）上面で部分的ではあるが柱列

を検出した。

பྻ "ɹ下層の整地層上面で検出した礎石列で， 南北２間を確認した。近世中・後期の土など

で乱されているため，東西の柱列は検出できなかったが建物の可能性もある。

物̗ɹ調査区の西半で検出した礎石建物で東西２間南北２間以上ある。礎石は人頭大で，柱間ݐ

は東西2.1m，南北1.1ｍである。建物の東辺下は，ݓ大の礫を多く入れてあり，溝状に南に延び

る。それを地業とすれば地෴長ԡなどがあった可能性もある。

412ɹ調査区の北西で検出した小݀で，径0.5の不整円形をఄす。ݓ大の多量の礫で埋まって

おり，深さは約0.２である。

4111ɹ調査区の北東で検出した小݀で，径0.5の楕円形をఄす。深さは0.2，ԫ褐色砂礫で

埋まっていた。

4,6（南壁層25）ɹ調査区の東側では土を多数検出した。4,６は調査区の南端で検出した土

で調査区の外に続いている。また西半を近世後期の焼け瓦を含む土に切られている。東西１ｍ以

上，南北１ｍ以上，深さ１ｍで埋土はࡾ層に分かれる。最下層はԫ灰色ట砂で礫を多量に含む。中

層は黒褐色砂礫で炭を含む。上層はԫ褐色粘質土でややݻくకまる。江戸時代前期の遺物が出土し

ਤ1�　第１面　ฏ面ਤ（１ɿ1��）
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た。

495ɹ調査区の北東端で検出した落ち込Έで，西

を4&12に切られており，4918を切っている。東西

4ｍ，南北0.8ｍを検出した。北に続いている。深

さは0.1ｍで埋土はԫ灰色ట砂であった。江戸時代

前期の遺物が出土した。

4&12（図17）ɹ調査区の中央北側で検出した井戸

である。径約1.4ｍの円形で上部は石Έ，下部は

木であった。木材は残っていないが断面で板痕跡

が؍された。深さ1.4ｍ以上で，井戸内は炭・

焼土を多量に含む黒褐色ట砂で埋まっていた。上段

石Έの掘方にはݓ大の礫が多量に入っていた。木

部分の掘方は暗褐色ట砂であった。江戸時代中期

の遺物が出土した。

4,４ 4&12の北で検出した土で，掘り込Έ面

は近世後期の整地層である。断面で確認した径は

2.2ｍ不正円形をఄすると考えられる。深さは1.5

ｍ以上あり多量のݓ大の礫で埋まっていた。

第１面で検出した建物は室町通に近い側に配置さ

れており，通りから見てԞ側には多数の土が成立していた。このような遺構の分布状گは江戸時代

の京都における町のయܕ的な配置とݴえ，江戸時代前期以߱は，旧ೋ条城の跡地ではなく，一ൠ的

な街区の一部として利用されたと考えられる。

̐．Ҩ　（ਤ1�ɾ1�ɾද３）

遺物は整理箱に5箱出土した。細片が多く図化できたものはগない。

（）�4%1

 46ɹ土師器皿１～３が出土した。１は皿/，２・３は皿4で２は口径10.8ᶲ，３は11.0ᶲで

あった。底部内面の立ち上がり部にナデ痕が明ྎに残るが，まͩ成形痕跡の範ᙝで所Ҧݍ線ではແ
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い。口縁端部のナデは丁寧である。器壁は薄く皿形をఄす。以上の特は10#～10$段֊（1530�

1590）のもので旧ೋ条城の年代؍ともໃ६しない。

ɹ整地層からは小片の遺物しか出土せず図化できたのは４～11であった。いずれも土師

器皿で４・５は皿/，6～11は皿4である。皿4で口径の分かるものは3点で6は10.9ᶲ，7は12.0

ᶲ，８は13.2ᶲであった。小片のためৄ細な時期は不明ͩが10#～10$段֊の特を࣋つ。

4%15ɹ土師器皿12～15，瀬戸ඒ濃焼灰ᬵ16・褐ᬵ17，備前焼Ꭼു19，৴楽焼Ꭼു20，

༌入ಃ࣓器白࣓皿18が出土した。17の褐ᬵはよく༹けてಁ明度が高い。体部外面の下部にはॎ方

向にϔラで削った痕跡がある。土師器皿が小片のためৄ細な時期は不明ͩが，これらの遺物は１6

世紀末～17世紀初頭にഇغされたものと考える。

4,14ɹ土師器皿421，瀬戸ඒ濃焼灰ᬵ皿22，褐ᬵ丸23，褐ᬵ天目24，Ḝു25，༌入ಃ࣓

器છ付26，ཥே白࣓皿27が出土した。23の高外面はेࣈの刻Έが付く。27は内外面に重Ͷ

焼きの目痕が残る。

4,13ɹ土師器皿28～30とમ31～33が出土した。17世紀前༿のものと考える。મはྼ化が著

しく，表面はຎ໓していた。31は「ߑ通宝」で後の２ຕは判ಡ不能であった。

4,５ɹ土師器皿34～46，土師器ミχνϡアു47・48，ԫ瀬戸皿49が出土した。34は皿/，35

 	  46）  	 த・上）
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は皿4C，36～46は皿4である。

412ɹ土師器皿450，瀬戸ඒ濃焼灰ᬵ皿51が出土した。

4,6ɹ土師器皿4C52・皿453・ミχνϡア小ᆵ（つぼつぼ）54，瀬戸ඒ濃焼֖55，ං前࣓器છ

付56・皿57，৴楽焼ു58・59・Ꭼു60，ཥே白࣓61，石62が出土した。55は褐ᬵがか

かる。土師器皿の年代؍は11#段֊でこれらはɹ江戸時代前期の遺物ͩと考えられる。

̑．খ　݁

今回の調査成果は以下の６点である。

・旧ೋ条城北内はこれまでの推定線্ʹԆび͍ͯΔ͜ͱ͕ূ໌͞Εͨ。幅は当該敷地（南北

ਤ1�　出土遺物࣮ଌਤ２（１ɿ4）
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幅11.8ｍ）よりも広いことは確実で，地下鉄ӊ丸線に伴う調査で検出した約14ｍと同規模と推測

される。

・水堀である２）。

。は室町通りをಥきൈけている・

が埋められた時期は室町時代末～安土౧山時代である。（たͩし遺物はগ数で不確定。）・

・埋められた後に，新たに幅１ｍ以上ある南北方向の溝が掘られた。

・現在につながるような町としての土地利用が始まったのは江戸時代の前期である。

このうち第２面で検出した南北方向の溝（4D15）と同規模でよくࣅた特の溝（堀150）が，平

成12年に調査地の北側で行われた発掘調査（00)120）でも見つかっており，౧山時代の堀とධ

Ձされている３）。4D15と堀150は東西方向のズレがあるが特を考えればܨがる可能性もある。一

連とԾ定すれば60ｍ以上の延長ڑ離があり，深さも1ｍ以上あるため堀と表現する方がଥ当ͩΖう。

গなくとも江戸時代前期には，4D15を෴う整地層と礎石建物が成立していることから，4D15・

17 は安土౧山時代から江戸時代初頭で防御用の堀が必要な時期に機能していた可能性が高い。

これらの状ূگ拠およびগ数の出土遺物から推測するならば，旧ೋ条城跡のは16世紀後半の

ある時期，積ۃ的に見れば৴長期にある程度埋められたと考えてもໃ६はແい。

とこΖで，旧ೋ条城北内はこれまでの推定のように室町通りの西側で曲がらず，室町通りをಥ

きൈけていることがわかった。新たに推定線をඳくとすれば内ֲが全体的に東に広がる復元図と

北辺が西に出隅になる復元図が想定される。これについては，ӊ丸線で見つかった北辺のに伴う

南石֞の東端が۶曲している（図６）ことから入隅状になっていたと考えられること，当該地より

約100ｍ南の室町通り西側で行われた立ձ調査で地山を確認していること，ࣉڵݩจԽڀݚࡒॴ

ͷࡔຊढ़ࢯΛදͱ͢Δ城ֲੴ֞断๏ͷ։ൃڀݚチʔϜ４）が旧ೋ条城跡範囲で行った表面୳

査で出隅や折れを推定していることから出隅の復元Ҋを採る。表面୳査の成果および成果に基

づく内ֲ復元Ҋについては代表して京都府ڭҭி文化財保護課の古川ࢯに͝ߘدをࣀった。

旧ೋ条城跡のはこれまで点的に確認されていたが，40年をܦて今回初めて報が線になった。

京都の街中に造られた平城で，石֞を࣋ち，幅14m・深さ３ｍの堂々たる箱堀の水堀で，出隅を࣋

つという城のあり方が明らかになったことは城ֲ࢙上重要な成果とݴえるͩΖう。

末ඌではあるが当該調査にあたっては，古代文化調査ձのՈ࡚治ࢯ・小松ࢯ・水୩明子

ਃし上げます。ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ（松 Ղಸ）ँײ示をいたͩいた。記してڭに多数御ࢯ

註

１）	 『ఱ下人の』ෟ第34 ճ京都市ࢦఆɾొ録文化財　京都市文化財ブックス第31 集，京都市文化市民

局文化芸術都市推進室文化財保護課，2017年。

２）	 地下మӊؙઢ։ൃ࣌の調査Ͱਫງと推ఆされ͍ͯた。

３）	 『平安京ࠨ京一条三十一ொ跡ൃ掘調査ऴྃ報告ॻ』古代文化調査会，2001年。

̐）	 古　ঊɾ佂Ҫढ़ɾࡔ本　ढ़ɾத௩　良「த近ੈֲ研究にお͚る表໘୳査法の׆༻―京都　

ᡉ楽第跡をରに―」『日本ߟ古ֶ』第45߸，2018年。
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̒．ෟ　અ　چೋ跡ງͷද໘୳査

　ঊݹ　՝ޢอࡒҭிจԽڭژ

本報告で記述されているとおり，令和2年（2020）に実施された調査で，以前の地下鉄ӊ丸線建

設工事に伴う発掘調査で検出された旧ೋ条城跡北内堀の西の延長が確認された。これまで旧ೋ条城

跡の堀は個別の調査地点でしか確認されていなかったが，地下鉄ӊ丸線に係る発掘調査から40年

以上をܦて，ようやく「点」が「線」として結べることとなった。これまでの地道な努力の積Έ重

Ͷのࣀ物である。

たͩし，旧ೋ条城跡の堀に関して発掘調査でಘられた報は未ͩ断片的である。旧ೋ条城は高名

な城ֲであるため，実態を解明することは中近世城ֲڀݚに大いにد与することとなるが，開発行

ҝに伴う発掘調査ͩけでは，ڀݚのਐలはしばらくはめない。

චऀを含むڀݚνーϜ（代表ɿࡔ本ɹढ़（元ڵ寺文化財ڀݚ所））は，京都大ֶ防ڀݚࡂ所の平成

30・令和元年度一ൠڞ同ڀݚ事業（課൪号30(�08ɹ「城ֲ石֞断法の開発ʕ物理୳査にもと

づく石֞の変形・崩落要Ҽの構造解ੳʕ」）で旧ೋ条城跡の表面୳査を実施し，ೄுりの復元ݚ

。用した׆力をಘて既往の発掘調査データをڠ文化財保護課のࢢを行った。復元にあたり，京都ڀ

本ߘでは，旧ೋ条城跡の୳査の主担当であったචऀが，本報告と関連する内堀部分の表面୳査

結果をެ開し，内ֲの復元Ҋも提示する。

（１）ද面୳査๏ʹ͍ͭͯ
表面୳査法は，地震ʕ実体と表面ʕのうち表面の特性を利用するख法である。表面

の速度はの周期によってҟなり（の分ࢄ性），「長ʹ周期ʷの速度」となる。端的に表すと

周期の表面はઙい部分を，長周期の表面は深い部分を通աするため，؍測された表面の周

期と速度の関係を知れば，その関係をຬたすの速度構造，すなわちが通աした地点の地൫のߗ

軟の構造を推定することが可能である。この性質を用いて表層付近の地൫の構造を推定する表面

୳査法は，地൫のߗ軟の構造に大きな差ҟのあるの位置を推定するためにも༗ޮで，৫豊城ֲの

「ᡉ楽第」の୳査などで成果が上がっている１）。

（２）୳査ͷख๏
令和2年（2020）1月から2月にかけて，旧ೋ条城の範囲にあたるެ道上と京都御ԓ内で表面

୳査を実施した。表面は，重さ約10LHの木製ϋンϚーで人力ى震し，1ｍ間ִで一列に配置した

24個のৼ動ηンサー（δオϑΥン）で؍測した。測定は，アンプや"�D等の測定ܥ回路を同一ᝑ体

に一体化した24νϟンωルの地震୳査装置（応用地質	ג
製.c4&*4�48）で行った。

発掘調査成果が積されているӊ丸通以西については，長い測線をޮよく୳査するため，ηン

サーを一ଳとして運ൖする装置（ランυストリーϚー）を自作し，ηンサーアレイを２mҠ動させ
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るຖにى震した。ɹ

そして，発掘調査成果がほとΜど存在しない京都御ԓ内については，データのਫ਼度を高めるた

め，ى震を1ｍ間ִで実施した。また，砂利ฮ装または未ฮ装の場所がରとなるため，ηンサー

の設置についてはランυストリーϚーを用いず，ηンサーを地表に直に置くか，ピンで地面にݻ定

するख法を採用した。このख法はҠ動のख間がかかるが，ランυストリーϚーよりは୳査ਫ਼度が高

くなる利点がある。

測定データは，応用地質	ג
が提ڙする形ॲ理ιϑトΣア4FJT*mBHFSによって解ੳした。ま

ず，形ηットのδオϝトリーをܾ定し，2ｍ間ִに設定したڞ通中間点（$.1点）ຖに分ࢄ曲線

をٻめた２）。次に，これらの分ࢄ曲線ຖに4構造をٻめ，それらを応用地質ࣾの図化ιϑトΣ

ア(FPQMPUを使用して2次元速度構造図を作成した。

表面୳査は，人Ոやຽ間の敷地内では実施できないため，既往の発掘調査成果とϘーリンά調

査成果をর合することで，復元Ҋのਫ਼度を高めた。各調査地点の位置は図20のとおりである

（３）ງͷ୳査（ਤ21）　
内堀と関連する表面୳査測線は，室2，室3，下２，下３，ᑼ3，御6，御7である。発掘調査

は地下鉄ӊ丸線建設工事に伴う&4，&5，さらに本報告の&7などで，堀跡が5Օ所確認されており，

ଞの堀より報が多い。
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下２では，室町通交差点から西に0�20ｍの地点（図21ᶃ）で，西内堀と考えられるॊらかい堆

積が検出された。

ਤ21　旧二条城跡ງͷද面୳査ͱਪఆ෮ݩ
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室2では，出水通交差点から南に約130m，下立ച通交差点付近の地点（第21図ᶄ）で北内堀と

考えられるॊらかい堆積が検出された。

下３ではӊ丸通交差点から東に0�10ｍ，30ｍ地点付近でॊらかい堆積を検出した。堀が検出さ

れたଞの調査地点から延長するとは考えにくい位置であるが，すぐ南のϘーリンά調査,697，

,698地点の堆積とつながる可能性はある。その場合，֦ு前のٛত期の旧ೋ条城内堀か，ًٛ期

の衛ਞ堀である可能性がある。

室3では，下立ച通交差点から南に70�100ｍの地点（第21図ᶅ）で，西内堀と考えられるॊら

かい堆積が検出された。

ᑼ3では，室町通交差点から東に80ʵ100ｍ地点（第21図ᶆ）のӊ丸通付近でॊらかい堆積が

検出された。南内堀と考えられる。

御6では，0�20ｍ地点（第21図ᶇ）でॊらかい堆積を検出した。東内堀と考えられる。

御7では，全ൠにノイズが多いものの，30�60ｍ地点（第21図ᶈ）でॊらかい堆積を検出した。

このデータ୯体では判断が付きづらいが，御7から約30ｍ北の&9地点の発掘調査で時期不明の堀

が検出されていることから，合わせて東内堀と判断した。

චऀらが表面୳査を実施した後，本報告のとおり，内堀北西角付近と想定される下立ച通室町

交差点北側の&7の発掘調査では，幅11.8ｍ以上，地表からの深度が約4ｍに達する大規模な遺構

が検出された。東西方向の遺構であることが確認され，室町通りをはさΜͩ&6の発掘調査結果もࢀ

রすると，北内堀は室町通をまたいで西に延びることが確実となった。さらに，චऀらの表面୳

査の成果を加えると，下２測線のとおり，室町通をӽえてすぐ西で南に۶曲して西内堀となり，室

３測線のとおり，70ｍ南で東に۶曲することが推定された。南内堀，東内堀の୳査成果も加えて内

堀の形状を推定復元したのが，第21図下段である。

本丸北西隅は，出隅となる。旧ೋ条城の天主はࠕ（南西）のࡾ重࿌とされるが，本丸の北西にも

࿌が存在したのかもしれない。もしくは，外ᐩ形ދ口であΖう。これまで，旧ೋ条城の形態は，৫

豊城ֲとক܉御所の༥合と考えられており，内側は室町時代以དྷの長方形プランのՈ敷に४じ

るものと推定されてきたが，今回の遺構検出により，本丸も৫豊城ֲにଇった，実戦的な形状で

あった可能性が高まった。あるいは，当初は長方形プランであったが，その後のվ造によってこの

ような形状に変化したのかもしれない。

本ߘでは内堀に関する成果ͩけをެ表したが，外堀及び中堀についても表面୳査を実施し，新

たな知見がಘられている。その内༰はվめて別途ެ表する予定である。

註

１）� �古　ঊɾ佂Ҫढ़ɾࡔ本　ढ़ɾத௩　良「த近ੈֲ研究にお͚る表໘୳査法の׆༻―京都　

ᡉ楽第跡をରに―」『日本ߟ古ֶ』第45߸，2018年。

２）� �,� )BZBTIJ BOE )� 4V[VLJ �$.1 DSPTT�DPSSFMBUJPO BOBMZTJT PG NVMUJ�DIBOOFM TVSGBDF�XBWF EBUB�

�&YQMPSBUJPO (FPQIZTJDT� 35，2004。
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̓．૯　ׅ　چೋ跡ͷٴ࢙ࢢͼ্ֲ࢙ͷಛ

今回の発掘調査と表面୳査の྆方で，旧ೋ条城跡の内ֲ北堀が室町小路をԣ断することが判明

した。このことは京都の都࢙ࢢ上大きな意ຯをもつ。また，40年以上前の地下鉄ӊ丸線敷設工事に

伴う発掘調査の成果が点から線になった意ຯは大きい。ここでは，主に都࢙ࢢ上の؍点と，城ֲ࢙

上の؍点から旧ೋ条城跡の特を見ていきたい。

（１）্࢙ࢢͷಛ（ਤ21）
ࣨொখ࿏（ࣨொ௨）Λԣஅ͢Δҙຯ

室町小路は，道路幅4ৎ（約12ｍ）の平安京開設以དྷの道路で，བ中を構成したೋつの都ࢢ「上

京」と「下京」を結ぶװ線道路として機能していた。室町幕府の呼শは，永和４年（1378）に

利ٛຬが東をӊ丸小路北，西を室町小路北，北を࣋明院大路，南を北小路に限られる地に新第を造

営したことに始まる１）。室町殿は，この新第の正門が室町小路北に面して開かれていることにちな

Μͩ呼শである。室町殿は利ٛڭٛ，࣋，ٛなどのྺ代ক܉の御所としても用いられていた２）。

上京における立ച室町（立ച通と室町小路北ʲ室町通ʳの交差点）は上京で最もൟ栄した場所で

あり，下京の࢛条室町（࢛条大路と室町小路の交差点）もまた道路沿いにञ・土倉・油などの

が軒を連Ͷていたབ中の中心部であった。室町小路は྆京の中心地を結ぶ道路でもあった。

「町田本」や「上ਿ本」のབ中བ外図ሯ風には，上京や下京を囲៴する土ญや堀，出入口に木戸門・

釘؏等の関連防御施設がඳかれており，構内部への出入りは規੍されていた３）。つまり，上京，下

京とも出入りを規੍する防御施設が室町小路に通ずる出入口に存在しており，旧ೋ条城跡の内ֲ北

堀が室町小路をः断することとԿがҟなるのであΖうか。大きな違いは，上京・下京の防御施設

は，都ࢢ機能を果たすために日ৗ的に都ࢢຽが「出入り可能」であったのにରし，旧ೋ条城の内ֲ

は߃ৗ的にดۭ間であり，上京と下京を往དྷする際には，旧ೋ条城の内ֲを避けるために室町小

路とҟなる道を通行しなければならなかった。

（２）城্ֲ࢙ͷಛ（ਤ21）
ग़۱・ೖ۱ɼࡾॏ࿌

京都ࢢ内の城ؗ跡では，16世紀代の室町殿の北東角（َ門）が入隅になっていたことが発掘調査

成果から判明している４）。また，天文元年（1532）に焼き౼ちされた山科本願寺は「御本寺」「内

寺内」「外寺内」のࡾつのֲで構成され，出隅・入隅を多用した複ࡶな折れをもつ堀と土ྥで囲៴

された城ֲ機能を༗しており５），内寺内に現存する土ྥの北東隅部分は入隅を確認できる。

これまでの調査成果と表面୳査から，旧ೋ条城もまた複ࡶな出隅・入隅を༗する城ֲであるこ

とがわかった。『ݴ継ᷭ記』永12年4月2日条の「南（南東）೭ͩしのᛲ，東೭ͩし」や，同

永13年7月22日条には「ࠕ角（南西角）ࡾ重࿌」などの記述があり，角にあたる部分に「࿌」

や「ͩし」（ֲの外側にுり出した部分もしくは，主要なֲの外部に築かれた出ֲ）を༗していた６）
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ことがわかっており，今回の調査成果は「ͩし」を遺構として確認したことになる。

ੴ֞Λ༗͢Δງ

今回発掘された堀は，ӊ丸線で検出された内ֲ北堀の延長部分であり，敷地内で堀の端部を確認

できなかったことから，ӊ丸線の成果通り幅約14ｍの石֞を༗する堀であったと推定できる。こ

の堀幅は，『延ࣜت』の京程に規定された小路側溝の幅「ࡾई	約0.9ｍ）」を大きく超え，同じく京

程の道路幅4ৎ（約12ｍ）をも上回るものである。この堀の特をӊ丸線の調査成果７）から見て

いくことにする（図12）。この堀は，最深部はૉ掘りであり，堀の南北྆ݞ部分に石֞はない。そ

の最深部の྆ݞ口に幅１ｍ前後のݘ走があり，ݘ走の端部に高さ約0.5ｍで石材を３～4段積Μͩ

石֞がある。この石֞の底部には不同下をえるための木がਾえられている。さらに，この石

֞の上端にも幅１ｍ前後のݘ走があり，残存高1.5ｍ程度，6段程度に積まれた石֞がある。この

石֞にも不同下を防ぐための木がਾえられている。石֞の石材は，自વ石に石塔や石などの

స用石を加えたものであり，長径が0.3～0.5ｍ程度，裏込めがগなく，掘方の幅も石面から0.6ｍ

程度と薄いことから高石֞を築く技ज़には至っていないことがわかる。石֞を伴う堀を༗する旧

ೋ条城は，京内の城ؗとして画期的であるとともに，石֞技ज़の初期段֊を示す重要な成果であ

る。

ΕΔͷ੍͔͞نʹೋچ

旧ೋ条城跡は，条੍に基づいて造られた平安京の北東部分に築かれている（図１）。かつての

平安京内に築かれた城ؗや構えは数多くあるが，それらの多くは条੍に基づく大路・小路に規

੍されていたことが，これまでの発掘調査成果から明らかとなっている８）。室町殿や衛ਞもま

た，条に規੍されていた。室町殿は京外に位置するが，京内から発するӊ丸小路北（ӊ丸小路の

延長道路）を東端に，同じく室町小路北（室町小路の延長道路）を西端にするؗډであり，平安京

以དྷの条道路の延長によって規੍されていた。利ًٛの御所である衛ਞは，当初は北をצ解

༝小路（現ɿ下立ച通），東をӊ丸小路，南を中御門大路（現ɿᑼ木町通），西を室町小路に囲まれ

た平安京の条に規੍されたؗډであった。これが֦ுされたのちも北は近衛大路（現ɿ出水通），

東は東ಎ院大路に規੍されており，条地ׂをҳすることはなかった９）。

一方で，条地ׂに規੍されない堀（）はগ数ではあるが，検出されている。旧ೋ条城跡の外

ֲの西側では，町৲小路（現ɿ新町通）を斜めにԣ断する16世紀前半の堀が３条検出されてい

る 10）。同じく町৲小路を斜めにԣ断する堀が平安京左京ࡾ条ࡾೋ町とࣣ町で検出されている 11）。

また，ޒ条門小路（現ɿޫ寺通）を斜めにԣ断する堀も平安京左京ޒ条࢛ೋ町で検出されて

いる 12）。

旧ೋ条城跡の場合，内ֲ北限はצ解༝小路，内ֲ南限は中御門大路，内ֲ西限は出隅の部分を除

き，大半が室町小路に囲まれた範囲内であるが，東限については，発掘調査成果で確認された࢛本

の堀はいずれもӊ丸小路をԣ断している。外ֲでは北を近衛大路，東を東ಎ院大路に規੍されてい

るが，南のय़日小路（現ɿ丸ଠ町通）と西の町৲小路にฒ行する堀は存在するものの，྆小路から

離れた場所に築かれており，平安京の条にີݫにैっているわけではない 13）。
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外ֲ東側が東ಎ院大路に規੍されることについては，平安京造営以དྷ，この大路の中央部分に

「東ಎ院川」14）と呼ばれる南北水路が造られていたことと関係している。平安京左京࢛条ࡾेޒ

町で検出された東ಎ院川は，室町時代後半に幅3.0ｍ以上（復元幅5.8ｍ），深さ1.8ｍ以上と堀化

しており 15），旧ೋ条城の築城以前に堀として機能していたものを׆用したのであΖう。

（３）·ͱΊ
旧ೋ条城跡は，都࢙ࢢ上そして城ֲ࢙上もۃめて重要な意ຯをもつ。都࢙ࢢの上では，日本最大

のڊ大都ࢢであった「上京」と「下京」というೋつの都ࢢを結ぶ最重要װ線道路である室町小路を

ः断していたことや，利ًٛのؗډを౿ऻしたとはいえ，「室町殿」や「ࡾ条御所」とҟなり，上

京と下京の྆京から離れた場所に立地していたことがあげられる（図１）。城ֲ࢙上では出隅・入

隅を複ࡶにΈ合わせた城ؗとして始めて京内に築かれたことがある。内堀，外堀に加え，中堀の

存在，なにより石֞を༗する幅10ｍを超える大規模な堀が築かれた点も重要である。さらに，内

ֲ，外ֲとも平安京の条に大で規੍されながらも，ӊ丸小路を分断し，य़日小路や町৲小路の

側溝を堀として׆用せずに新たに堀を築いている点などもैདྷの京内に築かれた城ֲとҟなり画

期的である。

（馬瀬 ஐޫ）

ம

̍ʣ� ͜ͷ৽ఛɼݐॳʮখ࿏ʯͱݺΕɼਸޫ্ߖͷӃޚॴ͕Ր์ޙࡂஔ͞Ε͍ͯͨͷʹɼ

ྡ͢Δલӈେকࠓग़ެͱ٠ͷΛ͚ͨ͠ෑʹӦ͞Ε͍ͯΔʢh ʱӬ4هດ۪ޙ

݄̏10ʣɻ

̎ʣ� རٛڭࣨொ఼ʹޚ။ॴΛ৽͠ʢh ຬᖖ।هʱӬݩڗ11݄1�ʣɼརٛࣨொ఼ʹ

။ॴΛ৽͍ͯ͠Δʢh �݄1�ʣɻݩʱๅಙه߁

̏ʣ� ࣨொখ࿏தੈͷ্ژͱԼژΛ݁Ϳओཁװઢಓ࿏Ͱ͋Γɼ্ ࡏઃ͕ଘࢪޚʹ͑ߏͷ૯ژͱԼژ

͍ͯͨ͠ʢ߁ڮߴʰژதੈڀݚ࢙ࢢʱಉ๎ࣷɼ19��ʣɻ

̐ʣ� অฑढ़ɾদాɹɾลӻࢠɾদຊ༟ੈଞh ֶੜձؗɾפകؗൃ۷ௐࠪใࠂॻʕࣨொ఼ͱۙੈ

ཱചொͷௐࠪʕʱಉࣾࢤେֶྺࢿ࢙ྉؗɼ�005ɻ

̑ʣ� ౡࠀʮֲ͔ڀݚΒΈͨࢁՊࣉொʯh ઓࠃͷࣉɾɾ·ͪʕࢁՊຊࣉئͱࣉொʕʱࢁՊຊئ

৽ͷௐࠪՌ࠷ͷӦͱಊࣷஔʙࣉئՊຊࢁձฤɼ๏ଂؗɼ199�ɻദా༗߳ʮڀݚொࣉɾࣉ

ΑΓʙʯh ࢁ࣌ݐ೭ʮݦձɼ�014ɻڀݚࡒຒଂจԽژʱ̏౼ݕ࠶ԼͷॏཁҨͷژ

Պຊࣉئͷಊࣷͱྥʹ͍ͭͯʯh தੈͷࣉӃମ੍ͱࣾձʱ٢߂จؗɼ�00�ɻ

̒ʣ� അஐޫʮh هڢܧݴ ɾɦh ৴ެهʱ͔Βژͨݟͷʯh ۚେֶلֶݹߟཁʱୈ��߸ɼۚେֶ

ਓจֶྨࣨڀݚֶݹߟɼ�015ɻ

̓ʣ� ʮ෴൘Լͷௐࠪ9−̍ʯh మಓӊߴࢢژమಓӊؙઢҨௐࠪใᶘɹ19��ʱߴࢢژ

ؙઢҨௐࠪձɼ19�0ɻ

̔ʣ� བதͷງΛूɼੳͨ݁͠Ռɼฏ҆ژࠨژࡾेೋொʹ͋ͬͨʮࣉڵʯɼಉޒژࠨࡾ

Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ੍͞نʣ͕ͷʹງʢژʯͳͲଟ͘ͷྫͰฏ҆ࣉӨಊ৽ળޫޚொʹ͋ͬͨʮޒ
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かΔ（അஐޫʮࣨொからઓ࣌ࠃژͷ༷૬ʕབதͷງΛத৺ʹʕʯh ࠂதੈ城ؗ跡調査ใژ

ॻ第4ʕࢁ城ฤ２ʵʱژڭҭҕһձɼ2�15）ɻ

９）� �ʮًٛ二条城ͷنʯͷ෮ݩҊΛౢࠇ）ͨ͠ʹߟࢀ　හʰఱԼਓͱ二ਓͷক܉　৴ͱརًٛ・ٛ

তʱฏຌࣾɼ2�2�（45ʙ4�ท））ɻ

1�）� �ʮฏ҆ژ跡（ژࠨҰ条ࡾࡾொ）ݱ地આ໌ձࢿྉʯ（ژຒセݱ地આ໌ձࢿྉ1-�）（ެࡒ）ژຒଂจ

Խࡒ調査ڀݚセンλʔɼ2�2�2݄15ɻ

11）� �্ ଜݑষʰฏ҆ࡾژࠨژ条ࡾ二ொ・ӊؙޚ遺跡ʕ東ࡾ条఼ʕʱݹจԽ調査ձɼ2���ɼՈ㟒

จԽ調査ձɼ2�13ɻݹ遺跡ʕʱޚࣣொ・ӊؙࡾ条ࡾژࠨژ城跡ʕฏ҆ࣉʰົ࣏֮

12）� �戸ຬஉ・ࢁຊխ・近౻ࢠ・ླኍ࢘ʮฏ҆ޒژࠨژ条࢛ʯh ฏ４　ژࢢຒଂจԽࡒ

調査֓ཁ （ɦࡒ）ژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ1��5ɻ

13）� �അஐޫ・৽ాԝʰఱԼਓͷ城 （ɦh จԽܳज़ہຽࢢจԽࢢژ（ϒοクεʱ第31ूࡒจԽࢢژ

ࢢਪਐࣨจԽࡒอޢ՝ɼ2�17ɻ

14）� �東ಎӃʹ͍ͭͯɼʮ東ಎӃ　東ಎӃେ࿏χΞϦɻҰᑍϤϦେਬޚχࢸϦɻ西ྲྀシςӊؙχࢸ

Ϧɻ南ྲྀシςྫྷઘχࢸϦຢ西ંシςࣨொχࢸϦɻຢ南ྲྀシς࢛ᑍχࢸϦɻ西シς西ಎӃχ߸εɻ

தੈӊؙɻࣨொトεϧϞϊトڞχਫݯϮլໜχᚙεɻʯͱ͞ΕΔɻ（h ɦ（h（Ұ）ࢽژ ৽

मژॻʱ第17ר）ྟॻళɼ1��7（24ท））ɻ

15）� �খদʰฏ࢛҆ژࠨژ条ࡾेޒொ・ӊؙޚ遺跡ʕࢁࣹޚொͷ調査ʕʱݹจԽ調査ձɼ2�15

ɻ
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ᶘ　ࣉ跡（��次）ɾ

ฏ҆ژӈژҰेࡾொ跡ɾڮҨ跡

１．調査経過

（１）調査ʹࢸΔܦҢ
調査地ژࢢ南区ڮ西ࣉொ17ʹ͋ͨ

りɼपͷຒଂจԽࡒแଂ地Ͱ͋Δɼ西ࣉ跡

（ฏ҆ژӈژ条Ұेࡾொ跡）及びڮ遺跡

ʹ֘͢Δɻ͜͜ʹݸਓॅ建ઃ͕ܭը͞Ε

ྩ２４݄３ʹจԽࡒอޢ๏第�3条第１

߲ʹ基ͮ͘ಧ出͕ߦΘΕͨɻ͜Εʹର͠จԽࡒ

อޢ՝ɼܭըෑ地͕西ࣉ西ૐͷਪఆ地ʹ͋

ͨΔ͜ͱからɼ遺構ͷ遺ଘ状況ΛѲ͢Δඞཁ

͕͋Δͱ断͠ɼิݿࠃॿʹΑΔൃ掘調査Λࢦ

ಋͨ͠ɻ

（２）調査ͷܦҢ
調査区は計画建物に合わせて敷地の南側に

東西約７ｍ，南北約14ｍを設定した。調査は

令和２年６月１日から開始し，重機を用いた現

代盛土等の除去後，人力による遺構検出を実施

した。その結果，調査区のほぼ全域で西僧房に

伴う整地土を確認した。その後，一部֦ுを行い，整地土のల開状گをѲするに至った。６月22

日までに埋め戻し，６月26日に調査を終えた。調査面積は約75㎡である。

２．Ҩ　跡

ڥత࢙ྺ（１）
西ࣉԆྐྵ13（7�4）ʹ ฏ҆ژભʹͬͯɼฏ҆ژӈژ条Ұொからेொʹ建立͞Ε

ΔՈ͑ࢧӦΛܦӃࣉͰ͋Δɻ͓͓Αͦ南４ொʹՀཟͷத৺ಊౝ͕͞Εɼ北４ொʹࣉͨ

ա໌֬Ͱͳ͍͕ɼԆྐྵ1�ܦྉ͘͠Ӧ࢙ஔかΕͨͱ͞Ε͍ͯΔ１）ɻ建ʹؔ͢Δ͕ؔػ

寺跡寺跡

ڮ遺跡ڮ遺跡
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�খ࿏��খ࿏�

�খ࿏��খ࿏�

ेொेொ 条Ұொ条Ұொ

ொޒொेޒे ेொेொ

十三町十三町

ொ࢛ொे࢛े ेҰொेҰொ

十二町十二町

ૐૐ

ۚಊۚಊ

ಊߨಊߨ

தத

ೆେೆେ

৯ಊ৯ಊ

ௐࠪ（3�次）ௐࠪ（3�次）

図1　調査Ґஔ図（1ɿ5000）
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ਓߐʯɼּਓேਉࣉʮ西͕࢚ॹݪ౻ʹ（7�7）

͕ʮ西ࣉ次ʯʹ໋͞Ε͍ͯΔ͜ͱからɼฏ҆

ணखͨ͜͠ͱ͕かʹࣉભから間ͳͯ͘͠ژ

Δ２
ɻ߂ਔ３（812）ʹ ɼሯ෩Ұ・োे࢛ࢠຕ

Ոޭಙͷ෧二ઍ戸͕東西二ͷࣉೖ͞Εɼ東େࢪ͕

ʹҠৡ͞Ε͍ͯΔ３）ɻཌ（813）ࣉ ɼॾେࣉʹ

४͡ΔࢪΛಘͯ西ࣉͱ東ࣉͰʮ࠱ՆʯΛ͜͏ߦͱ

͕ఆΊらΕ͓ͯり４）ɼ๏ཁͷ࣮ࢪΛ֬ೝͰ͖Δ͜ͱ

からɼ͜ͷࠒʹࣉӃͷத৺Ͱ͋Δۚಊͯ͠

͍ͨՄੑ͕͍ߴɻߨಊӦ։࢝からΕͨ

ఱ９（832）ʹڙཆ͞Ε５）ɼ͜ ͷ͕؍ࣉʹࠒ整ͬ

ͨͱਪଌͰ͖Δɻ·ͨɼఱݩ（824）ʹେૐ

͕͋り６）ɼओཁಊهͱͷͨ͠ڈࢮ北ӃͰ͕ૢۈ

ౝҎ֎ͷࢪઃ͍ͯͨ͠Α͏Ͱ͋Δɻః６؍（8�4）ʹૐߝॴ͕ༀࣉࢣから西ࣉͱҠ͞

Εɼ西ࣉʹ͓͍ͯૐೌ໊੶ͱࣉӃࡒࢿͷཧͳͲ͕ߦΘΕΔ７）ɻౝͷӦ࠷Ε͍ͯͨΑ͏

Ͱɼ６ܚݩ（882）ʹʮౝྉ及びࡾๅࢪྉͱͯ͠Ҵ����ଋɼ25ࠄ�ੴΛॆͯΔʯͱ͋りɼ͜

ͷࠒ·ͰʹӦ͕։ͨ࢝͠ͱ͑ߟらΕ͍ͯΔ８）ɻࣉӃ整උ͕ঃʑʹਐΉதʹ͋ͬͯɼਖ਼ྐྵݩ

（���）ʹओཁಊౝ͕মࣦ͢Δ９）ɻৄࡉͳඃ状況ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɼۚಊ・ߨಊ・ૐͳͲն࿓ʹ

Α͍͕ͬͯͯͬܨΔ͜ͱからɼओཁಊࣷͷଟ͕͘মࣦͨ͠ͱਪଌͰ͖Δɻ͜ͷ͜ͱɼ西ࣉͰࣥり

10̼̌

:������� :��������

9���������

9���������

ܭ
ը
ݐ

ൣ
ғ

ಓ
࿏

ಓ࿏

ௐࠪ۠

ڮެࣉԂ

図2　調査۠ஔ図（１ɿ500）

図̑　埋しঢ়گ（ೆ͔ら） 図̒　埋しऴྃঢ়گ（ೆ͔ら）

図３　調査લશܠ（ೆ౦͔ら） 図̐　ۀ࡞෩ܠ（北͔ら）



－25－

び西࠶Δɻͦͷ後ɼ͑Ҡ͞Ε͍ͯΔ͜ͱからࣉ建·Ͱͷ間ɼ東࠶Հཟͷ͕سࠃΘΕ͍ͯͨߦ

建͕ͳ͞Εͨͱਪଌ͞Ε͍ͯΔ1�）ɻ͠࠶ΘΕ͍ͯΔ͜ͱからɼ͋Δఔͷߦり͕ࣥسࠃ͍͓ͯʹࣉ

か͠ɼਔฏݩ（1151）ʹɼʮ西ߥࣉഇʯΛཧ༝ʹૐߝͷّ͕ࣜ東ࣉͰߦΘΕΔΑ͏ʹͳり11）ɼ

建ٱ間（11��ʙ11��）ʹจ֮ʹΑͬͯ西ࣉͷౝ͕मཧ͞ΕΔͷͷɼఱݩ（1233）ʹম

ࣦɼҎ後࠶建͞ΕΔ͜ͱ͕ͳかͬͨ12）ɻ

（２）Հཟ地ͱ付ଐ地（ਤ７）
西ࣉ条େ࿏ʹ面ͯ͠南େΛ։͖ɼத࣠ઢ্ʹத・ۚಊ・ߨಊ・ૐ・৯ಊ͕建ͪฒびɼ

Հཟ地ͷ南西۱ʹౝ͕͞Εͨɻૐߨಊͷ北・東・西ͷࡾ面ʹ͢ʮࡾ面ૐʯͰ東西ૐͷ

֎ଆʹখࢠ͕ஔかΕΔɻۚಊ及びߨಊݢ࿓ʹΑͬͯૐͱ͕ܨりɼۚಊݢ࿓͕ն࿓ʹΑͬͯ

தͱଓ͢Δ͜ͱͰத・ۚಊ・ߨಊ・ૐ͕ҰମͱͳΔɻ·ͨɼ৯ಊͷ前面ʹീ٭͕ஔか

Εɼն࿓͕८Δ͜ͱʹΑͬͯӃΛܗ͢ΔɻՀཟ地ͷ南東۱ʹங地ʹΑͬͯғΘΕۭͨ間͕͋

りɼྶޚಊͷਪఆ地ͱͳ͍ͬͯΔ͕࣮ଶ໌らかͰͳ͍ɻओཁಊౝ͕͞ΕͨʮՀཟ地ʯͱՈ

ɻʮ付（りங地ญத）ͷญ͕८Δͱಉ༷ʹ東西ํࣉɼ東ʹڥஔかΕͨʮ付ଐ地ʯͱͷ͕ؔػ

ଐ地ʯʹɼܻ15ߦ間Ҏ্ɼྊ間３間ͷ北൳付͖掘立柱建物ܻ５ߦ間ɼྊ間２間ͷ࢛面൳ͷ掘

建柱建物͕֬ೝ͞Ε͓ͯりɼ๏ོࣉڵࣉɼେ҆ࣉͳͲͷࡐࢿாʹه͞Ε͍ͯΔ建物نʹ

Δ͜ͱからɼʮՖԂӃʯ・ʮେऺӃʯ・ʮ֞Ӄʯ・ʮॴӃʯʹൺఆ͞Ε͍ͯΔɻ͢ࣅྨ

ͷ調査（ਤ７・ද１）ॅط（３）
͜Ε·Ͱʹ࣮͞ࢪΕͨ西ࣉ跡ൃ掘調査ͷओͩͬͨՌʹ͍ͭͯද１ʹ·ͱΊͨɻຊઅͰૐ

ʹؔΘΔ調査ྫࣄʹ͍ͭͯ֬ೝ͢Δɻ

ૐ跡ڮ西ެࣉԂͰॳΊ࣮ͯ͞ࢪΕͨൃ掘調査ʹΑͬͯ֬ೝ͞Εͨ（１次調査）ɻ１次調

査Ͱܻ５ߦ間Ҏ্ɼྊ間３間ͷૅੴ建物Λ֬ೝ͠ɼ調査Ґஔ͕ߨಊ東ଆʹҐஔ͢Δ͜ͱから東ૐ

跡ʹൺఆ͍ͯ͠Δɻͦͷ後ɼڮখֶߍͰߦΘΕͨ3-�次調査Ͱɼ東ૐͷ東ଆੴӍམߔ・

南ଆੴӍམߔͳͲΛ検出͠ɼ東ૐ基ஃ南ͱ東͕֬ఆͨ͠ɻ東ૐͷ西ଆ柱ྻから2次調査

Ͱ໌らかʹ͞ΕͨਪఆՀཟத࣠ઢ·Ͱͷڑ͕55�7̼Λܭりɼ͜ΕΛՀཟத࣠ઢからંりฦͨ͠

Ґஔ͕西ૐ東柱ྻʹ͋ͨΔͱఆ͠ɼ3-7次調査Ͱڮ西ެࣉԂͷ東ଆಓ࿏部ͷ調査Λ࣮ࢪ

ͨ͠ɻ調査ͰఆҐஔͰ南北ํʹฒͿ基ͷૅੴൈऔ݀Λ検出͠ɼૅੴൈऔ݀ͷ間ִ͕東ૐ

南北柱間ͱ͍͜͠ͱから西ૐͷ東ଆ柱ྻͱਪఆ͍ͯ͠Δɻ͜Εらͷ調査ʹΑͬͯɼૐͷ東西

構͍͕３間Ͱ柱間ੇ๏͕東Αり3�4̼（11ई）ɼ4�2̼（14ई）ɼ3�4̼（11ई）ͱதԝ間͕ن

Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕໌らかʹͳΔͱͱʹɼૐ͕ରশతʹ東西二面ʹ͞Εͨ͜ͱ͕໌֬ͱͳͬ

ͨɻҰํɼ北ૐͷ֬ೝΛతͱͨ͠3-8次・�次調査Ͱɼ東西ํ３ʹՕॴͷૅੴൈऔ݀Λ検

出͠ɼ北ૐͷྊ間ੇ๏͕3�72 （̼12�27ई）Ͱ͋Δ͜ͱ͕໌らかʹͳͬͨɻ北ૐͷ柱間ن

͕東西ૐͱҟͳΔ͕֤ૐͷن͕΄΅֬ఆ͢Δͱڞʹɼࡾ面ૐͰ͋ͬͨ͜ͱ͕໌֬ʹͳͬ

ͨɻͦͷ後ɼ（ࡒ）ژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴ͕࣮1ͨ͠ࢪ�次調査Ͱ東ૐͷૅੴਾ付݀ͱ基ஃ西ԑ
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調査
次 ਪఆ地 調査地 調査

間ظ
調査ؔػ
（୲ऀ） ओཁ遺構 จݙ

1 東ૐ 西ࣉொ（ڮ西ࣉ
ެԂϓʔϧ）

1�5��
��18 ʙ
2�

・ಸژ
จݚ（ਿࢁ
৴ࡾ）

基ஃ土ͱ 15ՕॴͰૅੴ・ૅੴൈऔࠟ跡Λ֬ೝɻ １・２・３

2 ৯ಊӃ 南区西ࣉொ
1��2�
2�1� ʙ
3�12

・ಸژ
จݚ（ਿࢁ）

৯ಊӃΛ֬ೝɻ
৯ಊɿ基ஃ・基ஃ土্面ͷ 15ՕॴͰૅੴ·ͨൈऔ
݀Λ֬ೝɻ
ն࿓ɿ15ՕॴͰૅੴ·ͨૅੴൈऔ݀Λ֬ೝɻ
ೆɿ５ՕॴͰૅੴൈऔ݀Λ֬ೝɻ

１・２・
３・５

3-1 ۚಊ・東
西ݢ࿓

西ࣉொ（Լਫ
（ࣄ

1��2�
2�� ʙ
12 ݄

・ಸژ
จݚ（ਿࢁ）

ۚಊͱ東ݢ࿓ͷೖ۱ͷԆੴΛ֬ೝɻࣄதʹ西ݢ࿓
基ஃ北ԑΛ֬ೝɻ １・２・４

3-2 ۚಊ ڮ西ެࣉԂ ಉ্ ಉ্ ۚಊ西北۱ͷ地෴ੴͱԆੴΛ֬ೝ（７ຕ）ɻ北東۱
ͰӍམߔΛ֬ೝɻ １

3-3 東ն࿓ ڮখֶߍ
（北ࣷߍͱ南ࣷߍ） ಉ্ ಉ্ 基ஃ東ԑڽփؠ（南北ํ）ɻ西ԑਾ付ࠟ跡Λ֬ೝɻ ಉ্

3-4 西ն࿓ ڮখֶߍ北西۱ ಉ্ ಉ্ 西ն࿓基ஃ東ԑ地෴ੴΛ֬ೝɻ ಉ্

3-5 東ն࿓・
南ն࿓ ڮখֶߨߍಊ ಉ্ ಉ্ ౦ն࿓ɿ基ஃ東ଆڽփؠΛ֬ೝɻ　　　　　　　　

ೆն࿓ɿڽփؠΛ֬ೝɻ ಉ্

3-� 東ૐ ڮখֶڅ）ߍ
৯調ཧࣨ） ಉ্ ಉ্ 基ஃ土・東ԑӍམߔ・南ԑӍམߔ底・ૅੴൈऔ݀Λ

֬ೝɻ ಉ্

3-7 西ૐ ڮ西ެࣉԂ西
ଆ ಉ্ ಉ্ 東Αり第１ྻͷૅੴൈऔ݀（５ʙ６Օॴ）Λ֬ೝɻ ಉ্

3-8 北ૐ ڮ西ެࣉԂ ಉ্ ಉ্ ４ՕॴͰΛݻΊͨॴΛ֬ೝɻ（北から２ྻͷૅ
ੴͷਾ付͚Ґஔͱਪଌ） ಉ্

3-� 南େ ڮখֶߍ南ଆ
ಓ࿏ ಉ্ ಉ্ 南େͷதԝ柱௨りͷૅੴਾ付݀Λ֬ೝɻ ಉ্

4 ಊسࠃ
（ಊྶޚ）

ڮ西ࣉொ �5
（ڮখֶߍϓʔ
ϧ）

1�7��
7�14 ʙ
8�8

ҕ・ฏڭࢢ
ത（ҏ౻ࡾݰ）

ங地基底部（෯ 3̼Ͱ東西ํʹల։͢Δখ࠭
ෑ͖）ͱங地北ଆʹ؇͍Ԝತͷ͋ΔେߔΛ֬ೝɻ １

5 େਬ఼ ڮ西ࣉொ 4�
1�72��
11�2 ʙ
12�5

・ࡒจԽࢢ
ௗӋݚ（ਿ
・ؽ࿘・ࢁ
ๆቨ）

ૅੴ・ࠜੴΛ֬ೝ（１Օॴ）ɻ １・６

�
த・　
西ն࿓・
南ն࿓

ڮ西ࣉொ �5
（ڮখֶߍάϥ
ンυ）

1�73�
7�25 ʙ
8�2�

ҕ・ௗڭࢢ
Ӌݚ（ਿࢁ）

ೆն࿓ɿ北ԑӍམߔ・基ஃ南北ԑڽփؠΛ֬ೝ（西
ն࿓ͱ南ն࿓ͷೖ۱部）ɻ
ճ࿓ɿ西ն࿓Λԣ断͢Δ҉ڎɻதɿத基ஃ南
北ԑڽփؠยΛ֬ೝɻ

１

7 東খࢠ ڮ西ࣉொ �4（Ψレʔδ）

1�73�
��2� ʙ
1��1�

࿘）ࡒจԽࢢ
・ۄଜొ
（ࢤ

東খࢠͷ柱掘ܗΛ５ՕॴͰ֬ೝɻ͜ͷ͏ͪ４Օॴ
ࠜੴ͕Δɻ東ଆͰ南北ߔΛ֬ೝɻ １・７

8
த・　
南ն࿓・
南େ

ڮ西ࣉொ �5
（ڮখֶߍάϥ
ンυ南）

1�74�
5�3 ʙ
��15

ҭ・ௗڭࢢ
Ӌݚ（ਿࢁ）

தɿ基ஃ南東۱Ԇੴͱ֊ஈ部Λ֬ೝɻதɾೆ
ն࿓ɿத南東۱ͱ南ն࿓ͷೖ۱部ͷԆੴΛ֬ೝɻ
ೆն࿓ɿ基ஃ地ۀΛ֬ೝɻ

１

� 北ૐ
ڮ西ࣉொ 57-1
ୡҴՙਆࣾח）
ࣾॴ）

1�74�
��25ʙ
7݄

ࡒจԽࢢ
（ֿහ） 北ૐͷ東西ʹฒͿૅੴൈऔ݀Λ֬ೝɻ １・８

1� 東ૐ
ڮ西ࣉொ�5（ެ
ԂチϏοίϓʔ
ϧ）

1�77�
5�1� ʙ
��4

ຒจݚ
（फൟҰ・
٢ٛ）

東ૐͷૅੴਾ付݀３基ɼ西ଆӍམߔ（෯ ��5 ̼ɼ
ਂ͞ ��2 ̼）ɼ基ஃ東ลΛ֬ೝɻ

�B・1�B�

11-
A・D

南面ங地
ڮ西ࣉொ �5
（ڮখֶߍ南ߍ
ࣷ）

1�77�
8�1 ʙ
23

ຒจݚ
（ຊീ）

南面ங地（条େ࿏北ଆங地）・ߔ（෯ 1�� ̼  ਂ
͞ ��3 ̼）Λ֬ೝɻ

1�C
11-
#・$ 柱݀܈Λ֬ೝɻ

12- ̖ ৯ಊ
北東部

ڮ西ࣉொ 8�
1�77�
��1 ʙ
1��31

ຒจݚ
	ླኍ࢘・
फ 


৯ಊ北東部Ͱ井戸（ํܗɼҰล 3�5 ̼）Λ֬ೝɻ

�C・1�D12- ̗ େਬ఼ ૅੴਾ付݀Λ�ՕॴͰ֬ೝɻ東西2�7̼ɼ南北5�4
̼ɻ

12- ̘ 西面ங地 東西ํͷڽփؠͷੴྻ（北ଆ 2�� ̼  南ଆ 3�3 ̼ɼ
南北間ִ ��4 ̼）Λ֬ೝɻ

13 西খࢠ
ڮ西ࣉொ 27
（ఱཧڭڮڭ
ձ）

1�77�
11�7 ʙ
3�

ຒจݚ
（ླኍ）

西খࢠ基ஃ土（෯ 8�5 ̼  ߴଘ ��3 ̼） ૅੴਾ
付͚݀５基（ํܗͰҰล 1�3 ̼  ਂ͞ ��2 ̼） 西ଆ
Ӎམߔ（෯ ��8 ʙ１̼ɼਂ͞ ��2 ̼）Λ֬ೝɻ

1�E

表１　ࣉ跡ൃ掘調査一覧表
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調査
次 ਪఆ地 調査地 調査

間ظ
調査ؔػ
（୲ऀ） 西ؔࣉ࿈ओཁ遺構 จݙ

14- ̖ 東ૐ
 ڮ 西 ࣉ ொ �5
（ڮখֶߍάϥ
ンυ）

1�78�
8�24 ʙ
31

ຒจݚ
（ඦਖ਼߃）

東ૐͷૅੴਾ付݀２基（ܘ 1�2 ̼ɼਂ͞ ��1 ̼ɼ
ࠜੴΛͭ࣋）ɼ西ଆӍམߔ（෯ 1�8 ̼ɼਂ͞ ��3 ̼）
Λ֬ೝɻ

11・12C
14- ̘ ۚಊ東

࿓ݢ
ۚಊ東ݢ࿓南ԑԆੴ（ڽփؠɼ෯ ��35 ̼ɼް ͞ ��1 ̼）
ͱ掘ํ（෯ 1�4 ̼ɼਂ͞ ��2 ̼）・ૅੴΛ֬ೝɻ

14- ̙ 東ն࿓ 東ն࿓東ԑԆੴΛ֬ೝɻ

15 付ଐ地  ڮ   ொ 35
（ീ条தֶߍ）

1�78�
11�21ʙ
7��3��

ຒจݚ
（ฏํ༤）

ߦܻ 15間Ҏ্ɼྊ間３間ͷ૯柱掘立建物（東西౩）
Λ֬ೝɻࣷͷ柱݀Ұล１̼ͷํܗɼ൳（北ଆ）
ܗ ��4 ʙ ��5 ̼ͷԁܗʹ近͍۱ؙํܗɻ建物北
ଆͰ東西ߔΛ֬ೝɻ

12B

1�
東ն࿓・
南ն࿓・
ಊسࠃ

 ڮ 西 ࣉ ொ �5
（ڮখֶߍମҭ
（৯ࣨڅ・ؗ

1�7��
1�27 ʙ
3�31

ຒจݚ
（ງ໌ത）

౦ɾೆն࿓ �基ஃ土ɼૅੴਾ付݀（Ұล１̼ͷ۱ؙ
ɼਂ͞ܗํ ��3 ̼）ɼ基ஃ֎（Ԇੴɿ෯ ��3 ̼ɼ
͞ ��5 ʙ１̼ɻ地෴ੴ（෯ ��3 ̼ɼް ͞ ��1� ʙ ��2
̼ɼ͞ ��� ʙ１̼）Λ֬ೝɻ
ʢسࠃಊʣɿ南北ํͷங地基底部Λ֬ೝɻங地ͷ西
ଆͰ南北ߔɻ跡（ڽփૅܗํؠੴ・খૅੴͷਾ付
݀２基）Λ֬ೝɻ

12$��

17 Հཟ地南
東部

 ڮ 西 ࣉ ொ �5
（ڮখֶߍ）

1�7��
��1 ʙ
21

ຒจݚ
（ү部উ・௰
७Ұ）

・土ثࢣΛଟྔʹؚΉ土ɼཷנりΛ֬ೝɻ 13

18 Հཟ地北
西部

ڮொ２（ݸ
ਓॅ）

1�8��
5�1� ʙ
5�25

ຒจݚ
（ླኍ）

建ظͷ整地層ͱฏ҆࣌後ظͷ整地層ɻ井戸（南
北 2�75 ̼ɼ東西 2�5 ̼Ҏ্ͷํܗ掘ܗ）Λ֬ೝɻ

14B・15C

1� Հཟ地北
西部

ڮ西ࣉொ 33-3
（ਓॅݸ）

1�8��
��23 ʙ
7�5

ຒจݚ
（ງ） 西খࢠ北西部ɻ西ؔࣉ࿈ͷ整地層Λ֬ೝɻ 14C・15C

2� 西ૐ  ڮ 西 ࣉ ொ 3�
（ఱཧڭձΨレʔδ）

1�8��
8�1ʙ13

ຒจݚ
（फ） 基ஃ土ɼ柱݀２基ɼϐοトΛ֬ೝɻ 14$・15$

21 西面ங地  ڮ 西 ࣉ ொ 3�（ఱཧڭձ）
1�81�
2�3ʙ2�

ຒจݚ（ฏ
ඌ）

西ࣉ西面ங地（西େٶେ࿏東ங地）基ஃɼங地ߔ
Λ֬ೝɻ 14E・15E

22
தங
地ญ・େ
ਬ఼

ڮொ 2�ଞ
（ಉॅڞ）

1�8��
��2 ʙ
1���

ຒจݚ
（ү部・ླ
（உ・ງٱ

ૅੴݐɿܻ ７間ɼྊ間２間ͷ東西൳付ૅੴ建物（南ߦ
北౩）ɻܻ７ߦ間ɼྊ間２間ͷ࢛面൳付ૅੴ建物（東
西౩）ɻߔɿૅੴ建物ΛऔりғΉߔ（෯ 1�5 ʙ 2�3 ̼ɼ
ਂ͞ ��2 ̼）ɻ
தஙญ �ங地南北ଆߔ（෯ 2�3 ʙ 2�� ̼ɼਂ͞
��15 ʙ ��3 ̼）Λ֬ೝɻ෯ 2�� ̼ͷ東西ํͷங
地跡ɻ

17B

23 ৯ಊӃ ڮ西ࣉொ 55-2
（ਓॅݸ）

1�8��
11�5 ʙ
1�

ຒจݚ
（ງ）

৯ಊӃ西ն࿓基ஃɼ西ଆ柱ྻૅੴൈऔ݀４基（ܘ 1�4
̼前後ɼਂ͞ ��4 ̼）ɻ基ஃ西ଆʹ南北ߔ（෯ 2�2 ̼
Ҏ্ɼਂ͞ ��3 ̼）ɻն࿓基ஃ土ͷԼ層Ͱϐοトͱ
土Λ֬ೝɻ

1�・17C

24 付ଐ地 ڮொ 35
（ീ条தֶମҭؗ）

1�88�
��8 ʙ
12�28

ຒจݚ
（܆ాੁ）

東西５間ɼ南北２間ͷ࢛面൳掘立柱建物（Ұล ��8
̼ͷํܗͷ掘ํ）・東西 7間ɼ南北２間掘立柱建物（ܘ
��3̼ͷ掘ํ）ɻૅ ੴ建物ɿ３間３間ͷ૯柱ૅੴ建物（掘
ํ ��� ʙ 1�2 ̼ͷԁܗ）井戸・土Λ֬ೝɻ

18B

25 付ଐ地 ڮொ �・7
1�8��
1�17 ʙ
3�15

ຒจݚ
（ੁా） ฏ҆࣌ͷ土井戸Λ֬ೝɻ 18C

2�
தり
ங地ญ
西面ங地

ڮொ 4-1
1����
11�8 ʙ
12�2�

ؔ西จԽ
（٢・ాח
തࢠ）

தΓஙญ � ͱ整地層Λ֬ೝɻߔ
໘ங �西面ங地ʹ͏ߔΛ֬ೝɻ ະใࠂ

27 西面ங地 ڮ西ࣉொ 35-12

2��7�
2�1� ʙ
3�2

ຒจݚ
（ࣳົࢠ） ࣪地状ͷམࠐΈɼ柱݀３ɼ土３基Λ֬ೝɻ 1�

28 西ն࿓
 ڮ 西 ࣉ ொ ��
（ڮখֶࣇߍಐ
ؗ）

2��7�
7�23 ʙ
8�2�

ຒจݚ
（ദా༗߳）

西ն࿓基ஃ整地土ɼ柱݀４基（Ұล ���5 ʙ ��7 ̼ɼ
ਂ͞ ��22 ̼ͷ۱ؙํܗ）ɼߔΛ֬ೝɻ 2�

2� 東面ங地 ڮՖԂொ �-8・�・11

2�13�
11�8 ʙ
12�1�

ຒจݚ
（東༸Ұ）

東面ங地基底部（෯ 2�1 ̼ɼ）ɼߔ（෯ 1�5 ̼ɼ
ਂ͞ ��35 ̼）ɼམࠐΈΛ֬ೝɻ 21

3� 付ଐ地 ڮொ 23

2�1��
5�� ʙ
��17

ຒจݚ
（ཥۜᚸ）

２間Ҏ্ɼྊ間２間ͷ掘立柱建物Λ֬ೝɻܻߦܻ 2�2ߦ
ʙ 2�4 ̼ɼྊ間 1�8 ̼Ͱɼ柱݀掘ํҰล ��3 ʙ ��4
̼ͷ۱ؙํܗͰ͋Δɻܻ１ߦ間Ҏ্ɼྊ間２間ͷ掘
立柱建物ɻྊ間͕2�4̼ɼ柱݀掘ํҰล��5ʙ���
̼Ҏ্ͷ۱ؙํܗɻ柱݀ （ྻ柱݀掘ํҰล ��15 ʙ ��3
̼ͷ۱ؙํܗ）ɻ

22

31 付ଐ地 ڮொ 17
2�1��
1��13ʙ
21

ຒจݚ
（近౻ಸԝ）

井戸（掘ํҰล２̼ɼҰล ��85 ̼ͷॎ൘ԣࢅ）ɼ
෯）ߔ ��8 ʙ 1�1 ̼ɼਂ͞ ��2 ʙ ��4 ̼）ɻࣉʹؔ
ΘΔ土औΛ֬ೝɻ

23
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調査
次 ਪఆ地 調査地 調査

間ظ
調査ؔػ
（୲ऀ） 西ؔࣉ࿈ओཁ遺構 จݙ

32 付ଐ地 ڮொ 21・
22

2�17�
5�22 ʙ
��2�

ຒจݚ
（ླߴ߁・
Լอ໌）

井戸（掘ํҰล 2�2 ̼ɼਂ͞ 1�� ̼ɼ井）ɼ区
ըߔ（෯ 1�15 ʙ 1�5 ̼ɼਂ͞ ��3 ̼ɼ東西ํ）Λ
֬ೝɻ

24

33 ॏౝޒ ڮ西ࣉொ 1�
2�17�
1��31ʙ
12��8

ࡒจԽࢢ
（ླ࢙ٱ） ΈΛ֬ೝɻࠐりɼམཷנ 25

34 西面ங地 ڮ西ࣉொ 1�
2�18�
1��1 ʙ
11�8

ࡒจԽࢢ
（ླ࢙ٱ）

西େٶେ࿏ͱ西ࣉ西面ங地ߔɼரؔ࿈遺構Λ֬
ೝɻ 2�

35 ಊߨ ڮ西ࣉொ
（ڮ西ެࣉԂ）

2�18�
1��2 ʙ
11�2

ࡒจԽࢢ
（西ਖ਼ߊ） ɼ整地層ͳͲΛ֬ೝɻߔಊ֊ஈൈऔߨ 27

3� ಊߨ ڮ西ࣉொ
（ڮ西ެࣉԂ）

2�1���
�3� ʙ
11�2

ࡒจԽࢢ
（西）

ಊͷૅੴ１基及びൈऔ݀４基ɼ基ஃ盛土ɼ南・東ߨ
ԑ及びߨಊ東ݢ࿓基ஃ盛土Λ֬ೝɻ 28

37 ・ॏౝޒ
西面ங地 ڮ西ࣉொ 1�

2�1���
�3� ʙ
11�15

ࡒจԽࢢ
（ླ࢙ٱ） ௷ງ地ۀ 12基ɼ西ࣉ西ݶߔΛ֬ೝɻ 2�

38 西ૐ ڮ西ࣉொ 17
2�2���
�1 ʙ
2�

ࡒจԽࢢ
（ླ࢙ٱ） 西ૐͷ整地土Λ֬ೝɻ ຊใࠂ

ˎ1 調査ؔػ　ௗӋݚɿௗӋٶ跡ڀݚॴɼಸจݚɿಸྑจԽڀݚࡒॴɼژɿژڭҭҕһձɼڭࢢҕɿژڭࢢҭҕһձɼࢢจԽࡒɿ���

調査ձɼฏതɿฏ҆ത物ؗࡒॴɼؔ西จԽɿؔ西จԽڀݚࡒຒଂจԽࢢژ（ࡒެ）ɿݚ՝ɼຒจޢอࡒจԽࢢژ

ˎ２�ਪఆ地　ਪఆ地໊শʹ͍ͭͯɼจ１ݙ・ம２Λߟࢀʹͨ͠ɻ

จݙ（ද１ࣉ跡ؔ۷ൃ調査Ұཡදͷจݙ൪߸にରԠ）

̍� ਿࢁ৴ࡾʰ࢙ɹࣉʱௗӋٶௐࠪڀݚॴɼ19�9ɻ

̎� ਿࢁ৴ࡾʮࣉൃ۷ௐࠪ֓ཁʯh ຒଂจԽ۷ൃࡒௐࠪ֓ใʱژڭҭҕһձɼ19�4ɻ

̏� ਿࢁ৴ࡾʮࣉൃ۷ௐࠪ֓ཁʯhಸྑཱࠃจԽڀݚࡒॴใ19�� ಸɦྑཱࠃจԽڀݚࡒॴɼ19��ɻ

̐� ਿࢁ৴ࡾʮࣉୈ̏۷ൃ࣍ௐࠪ֓ཁʯh ಸྑཱࠃจԽڀݚࡒॴใ19��ʱಸྑཱࠃจԽڀݚࡒॴɼ

19��ɻ

̑� ਿࢁ৴ࡾʮ�9ࣉ৯ಊʯh ౦ւಓװઢ૿ઃࣄʹ͏ຒଂจԽ۷ൃࡒௐࠪใࠂॻʱຊࠃ༗మಓɼ

19�5ɻ

̒� ਿࢁ৴ࡾɾҪ্ຬɾଜডࡾɾ࿘ؽʮ࢙ࣉൃ۷ௐࠪใࠂʯh ࠂใ࣍ࡒຒଂจԽࢢژ

19��ʱௗӋٶௐࠪڀݚॴɼ19�4ɻ

̓� ࿘ؽɾۄଜొࢤʮࣉൃ۷ௐࠪ֓ཁʯh ࠂใ࣍ࡒຒଂจԽࢢژɹٶɾௗӋࣉɹ࢙

19��−ᶘʱژࢢจԽہޫ؍จԽࡒอޢ՝ɼ19�5ɻ

̔� ֿහʮ࢙ࣉʕૐൃ۷ௐࠪ֓ཁʕʯh ௗӋٶɾ࢙ࣉژࢢຒଂจԽࡒ࣍

ใࠂɹ19�4−ᶚʱژࢢจԽہޫ؍จԽࡒอޢ՝ɼ19�5ɻ

̰̕� फܨҰɾླٱஉʮࣉ౦ૐʯh ฏ҆ژൃ۷ௐࠪ֓ใ ʢɦh ॴ֓ใूڀݚࡒຒଂจԽࢢژ

19���ᶘ ʣɦʢࡒʣژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ19��ɻ

ɹ̱� फܨҰɾླٱஉʮࣉҪށʯಉ্

10̰�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̍ʯh ত5�ɹژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁ ʢɦࡒʣژࢢຒଂจԽ

ॴɼ�011ɻڀݚࡒ

̱�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̎ʯಉ্

̲�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̏ʯಉ্

̳�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̐ʯಉ্

11� ඦਖ਼߃ʮฏ҆ژࣉʯh ฏ҆ژൃ۷ௐࠪ֓ཁ ʢɦh ��ॴ֓ཁू19ڀݚࡒຒଂจԽࢢژ ʣɦژ

ॴɼ19�9ɻڀݚࡒຒଂจԽࢢژʣࡒɾʢہޫ؍จԽࢢ

1�̰�ʮฏ҆ژӈژҰेொʯhত5�ژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁ ʢɦࡒʣژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ

�011ɻ
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̱�ʮฏ҆ژӈژҰɾࣉ̍ʯಉ্

̲�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̎ʯಉ্

1�� ʮฏ҆ژӈژҰेೋொɾࣉʯh ত54ژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁ ʢɦࡒʣژࢢຒଂจ

Խڀݚࡒॴɼ�01�ɻ

14̰�ླኍ࢘ʮࣉൃ۷ௐࠪɹୈ1۷ൃ࣍�ௐࠪʯh ฏ҆ژൃ۷ௐࠪใࠂ ত55ʱژࢢຒଂจ

Խࡒௐࠪηϯλʔɼ19�1ɻ

̱�ງ໌തʮࣉൃ۷ௐࠪɹୈ1۷ൃ࣍�ௐࠪʯಉ্

̲�फܨҰʮࣉൃ۷ௐࠪɹୈ19۷ൃ࣍ௐࠪʯಉ্

̳�ฏඌʮࣉൃ۷ௐࠪɹୈ�0۷ൃ࣍ௐࠪʯಉ্

15̰�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̍ʯh ত55ژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁ ʢɦࡒʣژࢢຒଂจԽࡒ

ॴɼ�011ɻڀݚ

̱�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̎ʯಉ্

̲�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̏ʯಉ্

̳�ʮฏ҆ژӈژҰɼࣉ̐ʯಉ্

1�� ງ໌തʮࣉୈ1࣍�ௐࠪʯh ฏ҆ژൃ۷ௐࠪ֓ใɹত�1 ɦژࢢจԽہޫ؍ɼ19��ɻ

1�̰�ү෦উɾླٱஉɾງ໌തʮฏ҆ژӈژҰ̍ʯh ত�1 ௐࠪ֓ཁʱࡒຒଂจԽࢢژ

ʢࡒʣژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ19�9ɻ

̱�ງ໌തʮฏ҆ژӈژҰ̎ʯಉ্

Ұ̍ʯhژӈژʮฏ҆܆1�̰�ੁా ত�� ௐࠪ֓ཁࡒຒଂจԽࢢژ ʢɦࡒʣژࢢຒଂจԽࡒ

ॴɼ199�ɻڀݚ

Ұ̎ʯಉ্ژӈژʮฏ҆܆ాੁ�̱

19� ࣳົࢠʮฏ҆ژࣉɾڮҨʯh ࠂҨൃ۷ௐࠪใࢢژ ฏ19ʱژࢢจԽࢢຽہɼ

�00�ɻ

�0� ദా༗߳ʰฏ҆ژɾ࢙ࣉ ʢɦh �00��4ࠂॴൃ۷ௐࠪใڀݚࡒຒଂจԽࢢژ ʣɦʢࡒʣژࢢຒ

ଂจԽڀݚࡒॴɼ�00�ɻ

�1� ౦༸Ұʮฏ҆ژӈژҰेೋொɾࣉʯh จԽࢢژฏ�5ʱࠂҨൃ۷ௐࠪใࢢژ

ɼ�014ɻہຽࢢ

��� ཥۜᚸʰฏ҆ژӈژҰொɾڮҨ ʢɦh �01��4ࠂॴൃ۷ௐࠪใڀݚࡒຒଂจԽࢢژ ʣɦ

ʢެࡒʣژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ�01�ɻ

��� ۙ౻ಸԝh ฏ҆ژӈژҰेޒொɾेொʢࣉʣɾڮҨ ʢɦh ॴൃڀݚࡒຒଂจԽࢢژ

۷ௐࠪใ�01ࠂ�ʖ� ʣɦʢެࡒʣژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ�01�ɻ

�4� ླߴ߁ɾԼอ໌h ฏ҆ژӈژҰொʢࣉʣɾڮҨ ʢɦh ॴൃڀݚࡒຒଂจԽࢢژ

۷ௐࠪใ�01ࠂ�ʖ� ʣɦʢެࡒʣژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ�01�ɻ

�5� ླ࢙ٱʰฏ҆ژӈژҰொɾࣉɾڮҨ ʢɦh ฏ�9ࠂҨൃ۷ௐࠪใࢢژ

 ʣɦژࢢจԽࢢຽہɼ�01�ɻ

��� ླ࢙ٱʰฏ҆ژӈژҰेࡾொɾࣉʢ�4࣍ʣɾڮҨ ʢɦh ࠂҨൃ۷ௐࠪใࢢژ

ฏ�0 ʣɦژࢢจԽࢢຽہɼ�019ɻ

��� ਖ਼ߊʰฏ҆ژӈژҰेೋɾेࡾொɾ࢙ࣉʢ�5࣍ʣɾڮҨ ʢɦh Ҩൃࢢژ

۷ௐࠪใࠂฏ�0 ʣɦژࢢจԽࢢຽہɼ�019ɻ

�� ਖ਼ߊʰฏ҆ژӈژҰेೋɾेࡾொɾ࢙ࣉʢ࣍��ʣɾڮҨ ʢɦh Ҩࢢژ

ൃ۷ௐࠪใྩࠂݩ ʣɦژࢢจԽࢢຽہɼ�0�0ɻ

�9ɹ��ླ ࢙ٱʰฏ҆ژӈژҰेೋɾेࡾொɾ࢙ࣉʢ࣍��ʣɾڮҨ ʢɦh Ҩࢢژ

ൃ۷ௐࠪใྩࠂݩ ʣɦژࢢจԽࢢຽہɼ�0�0ɻ



－31－

表２　遺֓ߏཁ表

ฏ҆࣌ 整地土ɼ土３ɼ14ߔ 西ؔࣉ࿈遺構

　　࣌ 遺　　　　構 උ　　ߟ

ӍམߔΛ検出͠ɼ্ड़ͨ͠෮ݩҊΛೝ͍ͯ͠ΔɻҰํɼ西ૐ2�次調査Ͱ西ૐͷ基ஃ土（整

地土）ͱ基ஃ西ԑӍམߔΛ֬ೝ͍ͯ͠Δͷͷɼૅੴૅੴൈऔ݀ͳͲฏ͞Ε͓ͯり柱間ੇ๏

ͳͲ検౼͢Δ͜ͱ͕出དྷ͍ͯͳ͍ɻ͜ͷΑ͏ͳதɼࡢʹ西ૐ南ͱۚಊ西ݢ࿓ͱͷೖ۱Λ֬

ೝ͠ɼ2�次調査Ռͱ߹Θͤͯ基ஃ東西෯͕1��5̼Ͱ͋ͬͨͱఆ͍ͯ͠Δ13）ɻ

３．Ҩ　ߏ

（１）基ຊ層ং（ਤ８）
基ຊ層ং調査区南壁Λදͱͯ͠ड़Δɻݱ盛土Լ(--���4̼Ͱ西ࣉ整地土（１・２層）ɼ

-��24̼Ͱݹ࣌ͷ遺物ΛۇかʹؚΉઙԫ৭シϧト（３層）ɼ-��5̼Ͱඍ࠭ΛؚΉԫփ৭シϧト

（４層）ɼ-���4̼Ͱ͕࠭ࠞ͡Δԫփ৭シϧト（５層）ɼ-��78̼Ͱփ৭シϧト（層）-1��̼Ͱփ৭ࡉ

࠭ʙ࠭（７層）ͱͳΔɻͳ͓ɼઙԫ৭シϧト（３層）調査区ͷ南ଆͷΈʹଯੵ͠ɼதԝから北

ଆʹか͚ͯփΦϦʔϒ৭ట࠭（西壁５層）փ৭ૈ࠭ʙ࠭（西壁７層）ͱͳΔɻ·ͨɼຊ調査

Ͱ֬ೝͨ͠４ʙ７層ʹ遺物ͷࠞࡏೝΊらΕͳ͍͕ɼपล調査Ͱ֬ೝ͍ͯ͠Δੜʙݹ࣌ͷ遺

物ΛؚΉଯੵ土ͱྨ͓ͯ͠ࣅり࣮֬ͳແ遺物層ͱ断ఆͰ͖ͳ͍ɻͳ͓ɼຊ調査Ͱ西ࣉ整地土

্Λฏ҆࣌ͷ基൫層ͱೝࣝ͠遺構検出Λͨͬߦɻ遺構検出面ͷඪߴ18��4̼Ͱ͋Δɻ

（２）遺構（ਤ８・９・ද２）
調査区のほぼ全域で西僧房の整地土を確認した。

 近・ݱͷ֧ཚʹΑͬͯҰ部ฏ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ調査区ͷ΄΅全ҬͰ整地土Λ検出͠

ͨɻ整地土େ͖͘２層ʹ層Ͱ （͖ਤ８南壁１・２層）ɼݹ࣌ͷ土ࡉثࢣย͕ࠞ͢ࡏΔ͕ɼ࠭

΄ͱΜͲೝΊらΕͳ͍ɻ·ͨɼඇৗʹ͘ߗక·͍ͬͯΔ͜ͱから基ஃ土ͷՄੑͨ͑ߟ

͕ɼҎԼͷཧ༝から整地土ͱ断ͨ͠ɻ

ຊ調査Ͱ整地土ͱ断ͨ͠土層18��4̼Ͱ検出ͨ͠ɻ͜Εʹର֘͠地ͷ南東ෑ地（ਤ11ྩ

ݩࢼ掘調査地）Ͱ֬ೝͨۚ͠ಊݢ࿓ԆੴͷཪࠐΊ土ͷ検出ඪߴ1���̼Ͱ͋ΔɻԆੴ基

ஃ֎ͷ࠷Լ部ʹ͋ͨり基ஃ土͘͠ɼ基ஃ土構ங面ͷԼΛ掘りࠐΜͰਾ͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ

ԆੴཪࠐΊ土ΑりԼҐʹ͋ͨΔ土層基ஃͰͳ͘整地土ͱͳΔɻɼૐ基ஃͱۚಊݢ࿓基ஃ

ͷ͞ߴʹ͕ࠩ͋ͬͨՄੑ͋Δ͕ɼ調査地͕ྡ͍ͯ͠Δ͜ͱɼݢ࿓ͱૐ͕ଓ͍ͯ͠Δ͜ͱ

からɼ基ஃ土立面ʹେ͖ͳࠩͳ͍ͱ͑ߟらΕΔɻ

ͳ͓ɼ整地土調査区ͷ南東ଆʹかͬͯ؇かʹް͘ͳりɼ後ड़͢Δ14ߔΛؚΊΔͱ調査区

ͷ南東۱地ͷ層ް͕��32̼ͱͳΔɻҰํɼ調査区ͷதԝ部্層͕ฏ͞Ε͍ͯΔ͕層ް͕
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0��2̼ͱඇৗʹബ͘ɼ整地土基൫層͕͘ߴͳ

Δ調査区北ଆʹかͬͯঃʑʹബ͘ͳΔɻ

̏ 調査区ͷதԝͰ検出ͨ͠土Ͱ͋Δɻ

検出面Ͱล���̼Ҏ্ɼล��8̼ɼਂ͞��1

̼Ͱɼ西ଆ͕ฏ͞Ε͍ͯΔɻฏ҆࣌ͷ土ثࢣ

ย͕出土ͨ͠ɻࡉ

��ʢ図��ʣߔ 基൫層্Ͱ֬ೝͨ͠南北ํ

ͷߔͰ͋Δɻ調査区ͷ東ଆʹҐஔ͢Δɻ北ଆͰ

Έͷ࿈ଓͱͱら͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɼதԝから南ଆʹか͚ͯ໌ྎʹ肩ࠐ肩͕ෆ໌ྀͱͳりམߔ

͕ೝΊらΕͨ͜ͱʹΑりਓҝతʹ։ߔͨ͠ͱ断ͨ͠ɻ෯11�4ʙ1��4̼ɼਂ͞���3ʙ��2�

̼Ͱɼߔ底ʹԜತ͕ೝΊらΕΔɻ北ଆʹかͬͯਂ͕ઙ͘ͳΔɻ柱ےԼ部ͷ地ۀͷՄੑྀߟ

ͯ͠ଯੵ状況Λ֬ೝ͕ͨ͠൛ஙͳͲೝΊらΕͣɼେ͖͘２ճʹ͚ͯ整地土ͰຒΊ͍ͯ͠Δɻ

ຒ土からݹ࣌・ฏ҆࣌ͷ土ࡉثࢣย͕出土ͨ͠ɻ

མࠐΈɹ基൫層直上の数か所で落込Έを検出した。場所によって規模がҟなるが，幅約１～1.3

ｍ，深さ約0.1～0.4ｍある。

̐．Ҩ　

（１）遺物ͷ֓ཁ（ද３）
出土した遺物は整理箱にして2箱である。内༁は古時代の土師器・須ܙ器，平安時代の土師

器・瓦ྨなどである。すべて細片であり図化することができなかった。また，当該地周辺の調査に

ൺべて瓦ྨの出土量がগなく，上層が削平されていることがえる。

̑．·とΊ（ਤ11）
本調査によって西僧房の整地の施工状گが明らかになるとともに，西寺造営以前の地形復原の

खがかりをಘることができた。最後に周辺の調査成果を含めてまとめとする。

ૐɹ西寺のՀཟを復元したਿ山৴ࢯࡾによれば，西僧房東側柱列及び東僧房西側柱列がՀ

ཟ中心線から約55.7ｍの場所に位置していたとする。ߨ堂はՀཟの中心に配されていることから，

�23,931.3�:堂中࣠線とՀཟ中࣠線がほぼ同じとなり，発掘調査によってՀཟ中࣠線がߨｍである

図10　14ߔஅ໘（北͔ら）

表３　遺֓ཁ表

２ശ２ശ߹　ܭ

࣌ݹ

ฏ҆࣌

土ثࢣɼਢثܙ

土ثࢣɼਢثܙɼྨנ

　　༰ ίンςφ
ശ

̗ϥンク
ശ

̘ϥンク
ശ࣌　 ̖ϥンク
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9��������
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路

ಓ　࿏

ڮެࣉԂ

:ʹ���ɼ��� :ʹ���ɼ���

9��������

9��������

:ʹ���ɼ���:ʹ������

３次ௐࠪ１۠

３次ௐࠪ４۠

ྩݩࢼ掘調査地

ճͷ調査地ࠓ

9��������

9��������

土３

14ߔ

図11　僧房෮元図（1�400）

こと͕໌͍ͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ西ૐ東ଆ柱ྻ:�-23�87̼ʹҐஔ͍ͯͨ͜͠ͱͱͳΔɻ͞

らʹɼࡢͷۚಊ西ݢ࿓・西ૐ・西ն࿓ͷऔり付͖部ͷࢼ掘調査ʹ͓͍ͯɼ̡ࣈͷߔΛ検出

͠西ݢ࿓基ஃ南ԑͱ西ૐ基ஃ東ԑͷೖ۱及び西ૐ基ஃ南東۱ʹ͋ͨΔͱ͠ɼ基ஃنΛ෮͠ݩ

͍ͯΔɻ͜Εらͷ調査ՌΛ߹Θͤͨ෮ݪҊ͕ਤ11Ͱ͋Δɻͨͩ͠ɼਿࢯࢁʹΑΔ東ૐͷ南ԑ

͕ۚಊ東ݢ࿓ͷೖ۱から南ʹ４̼Ͱ͋Δͷʹରͯ͠ɼࡢ֬ೝͨ͠西ૐ南ԑ͕ۚಊ西ݢ࿓ͷ

ೖ۱から南３̼ͱͳり１̼ͷ͕ࠩੜ͍ͯ͡Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ西ૐ南ଆ柱ྻ͕ਤʹࣔͨ͠෮ݩ

柱ҐஔΑり南１̼ͣΕΔՄੑ͕͋Δɻ土３ఆૅੴਾ͑付͚ʹͨらͳ͍͕ɼ１̼ͷ

ͣΕΛצҊ͢Ε南から７ྻͷ柱্ے付近ʹҐஔ͢Δͱ͜Ζͱͳりɼૅੴൈऔり݀ͷՄੑ͕
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͋Δɻたͩし，本調査ではそのଞにର応する礎石や土を確認することが出དྷなかったことからそ

の可能性を指ఠするにཹめる。

ૐ土ɹ本調査によって西僧房の造営時に整地を行っていることが明らかになった。これ

までの発掘・試掘調査では，古時代の遺物を含むԫ褐色ట砂土や褐色粘土によって形成された高

まりを確認し基ஃ土と判断している（3�7・20次調査・試掘調査14））。しかし，基൫土の標高値が本

調査区とほぼ同じでありながら，推定基ஃ土の標高（)�18.7ｍ）が，今回検出した整地土の標高

（)�18.94ｍ）より20ᶲも低い。通ৗ，基ஃ土は基൫層の直上に構築されることから，基ஃ土と判

断していた高まりは西僧房に伴う整地土であったと考えられ，西僧房の建立にあたって広範囲に整

地が行われたと想定できる。このことは，西僧房が位置する基൫層にはى伏（落込Έ）が多く認め

られ，さらに南側に向かって急ܹに落込むなど安定した地൫でないこともূとなる。

また，整地土に利用しているシルトには礫や砂などが含まれておらず，砂礫が主体となる当該地

周辺の基൫層には༝དྷしない。したがって，ଞ所から整地を目的に運び込Μͩ土と推測できる。西

寺ではՀཟ地西面築地内溝が幅広く開削されていることから，溝の開削と同時に土取りを行った可

能性を指ఠした15）。理化ֶ的な分ੳが実施できていないため直接的な関係性は示せないが，今後の

調査では，大規模な寺院造営に必要とされる土がどのようにして確保されていたのかにཹ意しなが

ら調査をਐめるべきであΖう。

��ɹ溝14は長࣠が正方位を向き整地土によって埋め戻されていることから，西寺造営に関わߔ

る溝と推測できる。しかし，北側の発掘調査（20次）では確認されておらず，現段֊の成果のΈで

は遺構の性֨については明らかにすることができない。そこで以下の２通りの可能性の指ఠにとど

め，結はࢿྉの૿加を待ちたい。

ᶃ基礎地業（布地業）ɹ溝14が整地土の厚い調査区南東側に開削されていることから，部分的な

基礎地業（布地業）の可能性が考えられる。

ᶄ西僧房造営基४線ɹ溝14の位置は西僧房のほぼ中央に位置していることから，予め西僧房の

計画位置を溝で明示していた可能性が考えられる。１次調査でも南北溝を確認しており東西の配置

の基४を示していた可能性がある。

たͩし，いずれも以下の課が残されている。

ᶃは推定復元図（図11）にैうのであれば最も建物のՙ重がかかる柱ے上に施行されておらず，

今後の調査で礎石の位置が確定した後にվめて検౼する必要がある。

ᶄは20次調査では同༷の南北溝を確認できておらず，西僧房全域で施工されていない可能性が

高い。なͥ，当該地のΈに造営配置を明示する必要があったのかは明らかでない。

以上の通り，全ての可能性に解ܾすべき課が残されており，さらなる検౼が必要とされる。

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ ɹ（ླ木 久࢙）
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註

１）	 ࣉにはߨಊ北ଆに౦ํのங地が८り（தりங地ญ），ೆଆと北ଆのۭؒを۠ผし͍ͯる。ਿ

としޠ༺しࣔすࢦはീொすͯをࢯࢁ を༻͍，ೆ「Ҭࣉͯ」 ଆはとそれに関Θる僧ཿの所（

Ҭ）とし，北ଆはࣉ院ܦ営するのにඞཁなࣄཧを͏ߦ所（ଏҬ）Ͱあったとする。さらにೆ都

ॾࣉのࢿ財ாൃ掘調査成Ռ͔ら，北ଆには大ऺ院ɾ政所院ɾՖԂ院ɾ֞院があったとする（「౦ࣉ

とࣉ」『平安京ఏཁ』᷂֯ॻళ　1994年）。一ํ，古代ࣉ院Ͱは，֎पの۠ը内を「ࣉ院地」と

し，ೆ大͔らの۠ը内を「Հཟ地」，ࣉ院地͔らՀཟ地をআ͍たۭؒを「ଐ地」とশする͜とがあ

る（ࢁ࿏ॆ「ࣉのۭؒߏ成と国ࣉ―ࣉ院地ɾՀཟ地ɾଐ地」『国ࣉのࢥݐɾ੍度編』，٢

߂文ؗ，2011年）。ਿࢯࢁがൺఆした院に͍ͭͯは，ݕ࠶౼する༨地があると͑ߟるたΊ，本報告

Ͱはݸผ۩ମతなಊ塔をࣔさな͍ݶり，தりங地ญ͔らೆଆをՀཟ地，北ଆをଐ地とশす。·

た，とくにஅりのな͍ݶり，Հཟஔٴͼಊ塔の෮元は，ਿࢁ৴ࡾ「౦ࣉとࣉ」『平安京ఏཁ』，᷂

֯ॻళ，1994年にڌる。

２）	 『ଓ日本لޙ』巻十三ঝ和十年ࣣ月三日条，『ྨᡉ国史』巻一ʓࣣࠨӈ京৬Ԇྐྵ十ീ年࢛月࢛日条。

３）	 ླ木Յ٢「三ɽࣉๅ֓આ（ݐங）」『৽౦ๅ記』，ਅݴफ૯本ࢁ౦1995，ࣉ年。

̐）	 『日本لޙ』߂ਔ࢛年一月十日条。

̑）	 『日本ل略』ఱ長年ࣣ月ޒ日条。
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ᶙ　ಛผ࢙跡ɾಛผ໊উ�ࣛԓ（ࣉֳۚ）ࣉఉԂ

（�5次）

１．͡Ίに（ਤ１ɾ２）
ࣛԓ寺は，元仁元年（1224）に西園寺ެܦが建立した西園寺ฒびに北山第を，応永４年（1397）

に利ٛຬが西園寺Ոからৡり受けて「北山殿」を営Έ，応永27年（1420）にこれを利ٛ࣋が

ເ૭ૄ石をק開山としてષ寺にվめたものである。大正14年（1925）10月８日，内務ল告示第

170号で࢙跡・名উ ࣛԓ寺として指定され，ত和27年（1952）10月11日に࢙跡・名উ ࣛԓ寺

庭園に名শ変ߋされた。ত和31年（1956）７月19日には文化財保護ҕһձ告示第49号で，特別

跡・特別名উ ࣛԓ寺（金ֳ寺）庭園に指定されている。指定時のઆ明には，「本園は利ٛຬが࢙

応永４年（1397）西園寺Ոの山荘をಘて，ߋにその規模を大にせるものにして同15年（1408）ٛ

ຬは後小松天皇のկをܴえてԅを開くこと数日，世に北山殿行といひ，今なおその盛をশす。

ٛຬࢮ後遺໋により山荘を寺となしࣛԓ寺と号するとڞにその庭園となれり。庭中༗名なる金ֳあ

り，築山ྛ泉あり。近くҥּ山をΈ༓խਗ਼にして߽ౠの景झを兼͵。室町時代の全盛期を代表

する名園なり。」とある。

このࣛԓ寺庭園で，平成25年（2013）から平成28年（2016）に行われた現状変ߋは文化ிの

可の範囲をӽえて違法行ҝがҝされたものである，とする行ख続法に基づくਃ出が令和２年ڐ

ਤ1�ɹಛผ࢙ɾಛผ໊উɹࣛԓࣉʢֳۚࣉʣఉԂҐஔਤʢࠃཧӃʰژ෦ ɼɦ̍ɿ�5000ʣ

େಙڥچࣉେಙڥچࣉ

ڥਆࣾٶࠓڥਆࣾٶࠓ

ӢྛӃӢྛӃ

ᜊӃࢵᜊӃࢵ

上ژ遺上ژ遺

ੈଚࣉੈଚࣉଚॏࣉଚॏࣉ
େใԸڥࣉେใԸڥࣉ

ҾڥࣉҾڥࣉ

ࢁ࿇ڥࣉࢁ࿇ڥࣉ

ډ土ޚډ土ޚ

ഇࣉഇࣉ

遺遺 ఱ満ڥٶఱ満ڥٶ

平҆ٶ平҆ٶ ᡉָୈᡉָୈ

ਔࣉӃՈਔࣉӃՈ ԁफࣉԁफࣉ
ԁࣉԁࣉ

ԁࣉڭԁࣉڭ

ྕޚࣉ҆ཾ
ϊԼொ遺
ྕޚࣉ҆ཾ
ϊԼொ遺

࣋Ӄ
ڥچ
࣋Ӄ
ڥچ

ࣉོ߳ࣉོ߳

ҥּݹࢁ܈ҥּݹࢁ܈

ҥּණࣨொ遺ҥּණࣨொ遺 ࣛԓڥچࣉ（఼）ࣛԓڥچࣉ（఼）

平ਆࣾڥ平ਆࣾڥॅݹࢁ٢ݹࢁ٢ॅ܈܈

୩遺ݪ୩遺ݪ

܈ݹ୩ݪ܈ݹ୩ݪ
Ӊ多୩ݹ܈Ӊ多୩ݹ܈

गࢁ遺गࢁ遺

गݹࢁ܈गݹࢁ܈

（名）ཾ 安寺庭園（名）ཾ 安寺庭園
（特名・࢙）ཾ 安寺方ৎ庭園（特名・࢙）ཾ 安寺方ৎ庭園

仁和寺御所跡（࢙）仁和寺御所跡（࢙）

（名）ძケԬ（名）ძケԬ ົ（࢙） 心寺ڥ内（࢙）ົ 心寺ڥ内

ډ御土（࢙）ډ御土（࢙）

（特࢙・特名）ࣛ ԓ寺（金ֳ寺）庭園（特࢙・特名）ࣛ ԓ寺（金ֳ寺）庭園 ધԬ山（࢙）ધԬ山（࢙）

内ڥ大徳寺（࢙）内ڥ大徳寺（࢙）

ډ御土（࢙）ډ御土（࢙）

0 1Ľ̼
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（2020）６月29日に文化ிにରしてなされた。۩体的には，「北山大塔の基ஃと推定されている方

形の高まり（築山）において，ᶃ石֞の築造，ᶄ通路の設置，ᶅ既存園路，既存広場等の造成等の

現状変ߋは，いずれも文化財保護法にもとづくڐ可を受けずに，あるいはڐ可条件に違して行わ

れた違法な現状変ߋであるから，速やかに原状回復をはかるなど，必要なੋ正ા置をߨずるよう」，

ҭி指ಋ部文化財ڭを受けて，京都府ݴめたものであった。このਃ出を受けた文化ிの指ಋ・助ٻ

保護課と京都ࢢ文化ࢢຽہ文化ܳज़都ࢢ推ਐ室文化財保護課はٞڠの結果，事実関係の確認のため

に調査を実施することになった。調査は，相ޓに点検が可能な体੍を築くこととし，これまでࣛԓ

寺の現状変ߋにܞわった担当ऀとはҟなるものを調査担当ऀに指名して合同で行うこととした。

調査の目的は，ਃ出にある「方形の高まり（築山）」を「土ஃ」と呼শしたうえで，ᶃ土ஃ南東

部盛土上のష石（ਃ出書では「石֞」）が土ஃそのものを損壊して施工されたのか，ᶄ土ஃ上に施

工されたԾ設通路（ਃ出書では「通路」）が現状変ڐߋ可範囲をӽえて土ஃを損壊しているのか，ᶅ

「既存園路，既存広場」と呼শされる土ஃ上の通路等がどの段֊で成立したのか，の3点の確認である。

調査のख法として，ᶃ，ᶄについては検ূのための発掘調査により明らかにすることとし，ᶅに

ついては発掘調査開始前にৄ細な地形測量を実施し，ա去の測量図及び発掘調査の成果とর合し

第2ਤ　ಛผ࢙跡・ಛผ໊উࣛԓࣉ（ֳۚࣉఉԂ）ࢦఆൣғ（ࠃ土地ཧӃʰݪ୩ ・ɦh ҥּࢁʱS�1�4���）

ಛผ࢙ɾಛผ໊উࣛԓࣉʢֳۚࣉʣఉԂͷൣғಛผ࢙ɾಛผ໊উࣛԓࣉʢֳۚࣉʣఉԂͷൣғ

̌ 100̼

ௐࠪରൣғ（土ஃ）ௐࠪରൣғ（土ஃ）

図２　ಛผ史跡ɾಛผ名উ　ࣛԓࣉ（金ֳࣉ）ఉԂࢦఆൣғ（京都市都市ܭը地図『原୩』ɾ『ҥּࢁ』，1ɿ4000）
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て，土ஃ地形が近現代にどのような変遷をたどったのかを検౼することにした。

地形測量は，令和２年８月31日から９月３日まで実施した。検ূ発掘調査は令和2年8月18日

付けで文化ிから現状変ڐߋ可を受け，令和２年９月７日から10月21日まで実施し，10月６日

に報道発表，10月７日には発掘調査Օ所の一ൠެ開を行った。発掘調査の面積は，第１トレンν

30.7㎡（̰区25.6㎡，̱区5.1㎡），第２トレンν3.5㎡である。

調査期間中，９月17日にಠ立行法人国立文化財機構ಸ良文化財ڀݚ所都城発掘調査部の箱࡚

和久部長，９月18日に京都府立大ֶ文ֶ部のඛ田ڭतによる調査現場の確認及び指ಋを受け

るとともに，文化ி文化財第ೋ課埋蔵文化財部門の近江ढ़秀主調査，同名উ部門の੨木達࢘調

査のྟ検と指ಋを受けている。

ʬ調査৫ʭ

調査主体ɹɹɹɹ京都府ڭҭҕһձ・京都ࢢ文化ࢢຽہ

調査指ಋɹɹɹɹ文化ி

（तڭ京都府立大ֶ文ֶ部）ɹɹɹඛ田 ऀݧܦֶࣝ

ɹɹɹɹɹɹɹɹ箱࡚ 和久（ಠ立行法人国立文化財機構ಸ良文化財ڀݚ所都城発掘調査部長）

現地調査ऀɹ 京都府ڭҭி指ಋ部文化財保護課記೦物係ɹ主װ兼係長ɹ石࡚ ળ久

ɹɹɹɹɹɹɹɹ京都ࢢ文化ࢢຽہ文化ܳज़都ࢢ推ਐ室文化財保護課ɹ課長補ࠤ兼埋蔵文化財係長

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ 馬瀬 ஐޫ

調査担当ऀɹɹɹ京都府ڭҭி指ಋ部文化財保護課記೦物係ɹ෭主査ɹ古川 ঊ

ɹɹɹɹɹɹɹɹ京都ࢢ文化ࢢຽہ文化ܳज़都ࢢ推ਐ室文化財保護課埋蔵文化財係   技師   ۽井 ྄հ

調査事務ہɹɹɹ京都府ڭҭி指ಋ部文化財保護課

ɹɹɹɹɹɹɹɹ京都ࢢ文化ࢢຽہ文化ܳज़都ࢢ推ਐ室文化財保護課

調査ڠ力ɹɹɹɹಠ立行法人国立文化財機構ಸ良文化財ڀݚ所・फڭ法人ࣛԓ寺

（石࡚ ળ久・馬瀬 ஐޫ）

２．位置と環境（ਤ�ɾද１）

ڥత࢙ྺ（１）

ࣛԓࣉژຍ地ͷ北西ԑล部ͷஈ্ٰɼ北ࢁΛ構͢Δࠨେจࢁࣈͷ南ʹॴ͓ͯ͠ࡏりɼ東

ʹਂ͍Տ୩Λܗ͢Δࢴ͕南北ʹྲྀΕΔɻ

ࣛԓࣉརٛຬʹΑͬͯ建立͞ΕͨޚಊޚॴͰ͋Δ北ࢁ఼͕前ͱͳ͓ͬͯりɼٛຬͷࢮ後

ʹષफࣉӃࣛԓࣉʹվΊらΕͨͷͰ͋Δɻٛຬͷ北ࢁ఼ͷൣғɼ北େ北ࢁɼ東ࢴɼ西

ҥּࢁɼ南Ұ条େ࿏ʹ͕ͨͬ͋ࢸ࢛ͱ͞ΕΔ１）ɻ

͜ͷൣғɼʮ北ࢁʯͱݺΕ͍ͯͨΑ͏Ͱฏ҆࣌前ظʹޚࣨߖྉ地Ͱ͋ͬͨͱఆ͞Ε
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Δɻh ࣏ཁུʱʹʮ北ࢁʯͷ北ݶʹྶ͕ͨͬ͋ࣉݫͱ͞Εɼ͜ͷॴࡏ地ʹ͍ͭͯ໌らか

Ͱͳ͍͕ࣛԓࣉͷ近͘ʹॴ͍ͨͯ͠ࡏͷͱ͑ߟらΕΔ２）ɻ·ͨɼ北ࢁपลʹฏ҆࣌後Ҏ

߱ͷఱྕߖՐ௩͕֬ೝͰ͖Δ͜ͱからɼ͜ͷ地͕ૹ地ͱೝࣝ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕ΘかΔɻ͞ら

ʹʰ૿ڸʱͷʮͷઇʯʹɼాാ͕ଟ͘ʮΙதΊ͖ͨりʯͱ͍͏දݟ͕ݱらΕΔ͜ͱΛ૯߹͢

Δͱɼാߥ地͕͕りɼͦͷதʹ௩ࣉӃͳͲ͕͢ࡏΔΑ͏ͳɼͦΕ΄Ͳ土地ར༻͕ൃ׆Ͱ

ͳ͍状況͕૾͞ΕΔ３）ɻ

͜ͷʮ北ࢁʯฏ҆࣌ʹਆٚഢՈͷྖ地ͱͳͬͨͷͷɼঝٱͷཚҎ߱ݖΛ;Δͬ

ͨ西Ԃܦެࣉͷॴྖͱͳりɼ西Ԃ͕ࣉ建立͞ΕͨɻจݙʹΑΔͱɼຊಊͰ͋Δʮ西ԂࣉʯɼʮͤΉ͠

͘ӃʯɼʮޭಙଂӃʯɼʮົԻಊʯɼʮෆಈଚʯɼʮ͍ͨޒಊʯɼʮब৺Ӄʯɼʮ΄͢Ӄʯɼʮ͚͢Ӄʯɼʮແ

ྔޫӃʯɼʮ北ͷ৸఼ʯͱ͍ͬͨଟ͘ͷ建ங物͕ଘͨ͜͠ࡏͱ͕らΕɼͦͷ༷૬๏ࣉΑり༏

Ε͍ͯͨͱ͞ΕΔ４）ɻ

ࣨொ࣌ʹೖΔͱɼ西ԂࣉՈΑりརٛຬ͕͜ͷ地Λৡりड͚ɼԠӬ４（13�7）ʹ北ࢁ఼Λ

Ӧ͢Δɻ͜ͷࡍɼ西Ԃࣉདྷͷಊࣷͷͭزか͕Ҿ͖͕ܧΕ͍ͯΔɻจݙからɼֳۚޢຎಊɼ

ጻ๏ಊɼࢵሑ఼ɼఱֳڸɼ఼ɼઘ఼ɼॻӃͳͲ͕͋ͬͨ͜ͱ͕らΕ͍ͯΔ５）ɻ

ٛຬ͕ԠӬ15（14�8）ʹ ͨ͠ͷͪɼఏΛீ͏ͨΊʹເ૭ૄੴ͕։ࢁͱͳりષफͷࣛԓࣉ

͕建͞ΕɼҎ߱ࣉӃͱͯ͠ࠓ·Ͱଘଓ͍ͯ͠Δɻ͠かٛ͠ຬͷࢮ後ɼԠӬ2�（141�）ʹ

ٛຬͷਓͰ͋ͬͨࢠ߁（北ࢁӃ）͘ͳΔͱɼٛ࣋北ࢁ఼ͷ建物ͷҰ部Λऔりյͯ͠南

ષࣉ建ਔدʹࣉਐ͓ͯ͠りɼΘͣかʹֳۚͨͬͱޢຎಊ͕ࣛԓࣉʹҾ͖͕ܧΕͨɻ·ͨɼԠਔ

ͷཚͰฌՐΛड͚Ұ部ͷ建物͕মࣦ͠ɼͦͷ後ʹ࠶建・৽ங͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɼཚͷฌՐΛ

໔Εֳͨۚত25（1�5�）ʹমࣦ͍ͯ͠Δɻ

ຊ調査地ࣛԓڥࣉͷ東部ʹ͋ͨりɼࠇͷ北西7�Nʹॴ͢ࡏΔҰล4�Nํ࢛ͷ土ஃ状ͷ

Λඳ͍ͨֆਤ͕͍ͭ͘か֬ೝͰ͖Δ͕ɼ͍ͣΕ͜ͷ土ஃڥͷࣉりͰ͋Δɻ近ੈҎ߱ɼࣛԓ·ߴ

付近ྛ͘͠Կͷදهͳ͘ಛஈͷҙΘΕ͍ͯͳかͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻ͠か͠ɼ͜ͷ土ஃ

ɼ後ड़͢Δपล調査ྫࣄΑり北ࢁେౝͷ遺構ͷՄੑ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ６）ɻ北ࢁେౝʹ͍ͭͯ

ɼh ฉهʱʰࣉޣจॻʱͳͲʹهड़͕ݟらΕɼԠӬ23（141�）ʹ։ڙ؟ཆ前ʹམ

ཕʹΑͬͯমࣦͨ͠ه͕ݟらΕΔͷͷɼҐஔنͳͲʹؔ͢Δৄࡉͳใ΄ͱΜͲͳ͘ɼ

ͦͷ࣮ଶΛ͑ߟΔ্Ͱͷ՝ଟ͍７）ɻ͜ͷ土ஃ状遺構北ࢁ఼ͷҰ部ͱ͑ݴΔʮീொ༄ொʯΛ

南北ʹ؏͘ಓେ࿏ͷԆઢ্Λத࣠ઢͱͯ͠ɼֳۚͱ΄΅ࠨӈରশͷҐஔʹ͋Δ͜ͱ͕ࢦఠ͞

Ε͍ͯΔ͞ΕΔ８）ɻ

（２）पล調査ྫࣄ

特別࢙跡・特別名উ ࣛԓ寺（金ֳ寺）庭園では，これまでに本調査を含め25次に及ぶ考古ֶ的

調査が実施されている。おおよそ南北300ｍ，東西250mの範囲で調査が実施されており，各調査

地によって確認された遺構・遺物が多岐にわたることから，ここでは本調査地近辺の調査事ྫに

ついてのΈ取り上げる。
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ද１　पล調査ྫࣄҰཡ（ਤ３ʹରԠ）
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第３次調査では，土ஃの北側と西側で5Օ所の調査区が設けられている。このうち8�２区の東半

部から8�４区の西半部にかけて池状遺構を確認している。8�４区では乱のためݞ口を確認する

ことができなかったものの，8�２区では池の西ݞ口を確認しており，ݞ部にはຎした石ӳの玉石

を敷き州浜を形成している。また，池の底には白色粘土がషられていたと報告されているが，池の

堆積を示すような植土層は確認されていない。また，8�２～４区では，池の下層で平安時代中～

文ݙ一覧（表１の文ݙ൪߸と一க）
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後期のピットと包含層を確認している。8�４区の۶折部付近では，室町時代の建物23を確認して

いる。たͩし，調査区の規模や埋設管などにより，確認できたのは礎石２基のΈで建物の規模や性

֨については不明である。この建物23のすぐ東側では同じく室町時代の池28が確認されている。

確認できる東西長は10mほどで，州浜や護岸の施設は確認されていないが，東ݞ口ではνϟートの

景石らしき石材が確認されている。埋土からは多量の瓦が出土しており，瓦で池を埋めたような状

態と報告されている。なお，出土した瓦には被痕跡は確認されていない。

第10次調査では厚い整地層が堆積していることが確認されており，これらは西園寺期やٛຬ期

の造成に伴う可能性が想定される。また，この調査成果よりڥ内の東半にはࣛԓ寺以前の遺構が良

好に遺存していることが明らかとなった。

第12・13次調査は，土ஃの南側で実施された。江戸時代のものとࢥわれる道路状の高まりや室

町時代以߱の土のଞ，ٛຬ期と考えられる室町時代の造成土と西園寺期と考えられる鎌倉時代の

造成土を確認している。また，これらの造成土の下の地山上面では平安時代中期から後期にかけて

形成されたと推定されるピットや土が確認されている。

第14次調査土ஃͷ北ଆɼ第３次調査区Αりߋʹ北ଆʹ調査区͕ઃ͚らΕͨɻࣨொ࣌ͷ基

ஃ状ͷߴ·りɼߔɼנ༼ͳͲ͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻಛʹ３ߔからେܕͷۚಔౝๅྠͷഁย͕出

土͍ͯ͠Δ͞ΕΔɻ

第1�次調査Ͱɼ部తʹͰ͋Δ͕ࠓճͷରͰ͋Δ土ஃͷ্面Ͱൃ掘調査͕࣮͞ࢪΕ͍ͯ

Δɻ調査ͷ݁Ռɼඃ面ͱ土Λ֬ೝͨ͠ɻ土からɼח࣌からࣨொ࣌ʹか͚ͯͷ遺

物͕গྔͳ͕ら出土͓ͯ͠りɼ͜ͷ土ஃࣨொ࣌Ҏ߱ʹ構ங͞Εͨͷͱਪଌ͞Ε͍ͯΔɻ

第24次調査土ஃͷ南ଆͷࢀݱಓ部Ͱൃ掘調査͕࣮͞ࢪΕͨɻ調査ͷ݁Ռɼߐ戸࣌ͷ࿏面

ͱࣨொ࣌ͷ整地層Λ֬ೝ͓ͯ͠りɼࢀݱಓ͕ߐ戸࣌ʹ立ͨ͜͠ͱ͕໌らかͱͳͬͨɻ

ࣛԓ（ࣉֳۚ）ࣉఉԂͰ1�88ʹൃ掘調査͕։࢝͞ΕͯҎདྷɼ調査Ռ͕ੵ͞Εڥ東

ʹࣨொ࣌ͷ遺構͕ల։͢Δ͜ͱ͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ͠か͠ͳ͕らɼͦͷ࣮ଶඞͣ͠໌らか

Ͱͳ͘՝ଟ͘͞Ε͍ͯΔɻ

（井�྄հ۽）

３．ܗଌྔ

（１）৽ͨ͠ࢪ࣮ʹن地ܗଌྔ

調査にあたっては，最初に調査ର地である土ஃとその周辺のৄ細な地形測量を新規に実施した

（図４，「測量図"」とする）。測量図"の作成にあたっては，؍٬的なデータを取ಘするためにޫ

測ّڑを用いてແ作ҝに地表面を細かく計測し，各測点の࠲標値から，コンピϡーターで地形のى

伏を計ࢉし図化した。土ஃ上面は凹ತがあり，凹Μͩ地形の上面は通路（園路）及び広場として近

年まで使用され，砂利が敷かれた状態である。地表にはथ木がࢄ在し，部分的にଽが生えているが，

それ以外のՕ所は表土がほとΜど形成されていない。全ൠに中世以߱の地形վ変がਐΜでいるが，
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平面形態はほぼ整ඒな正方形で，規模は，Ծに北辺を等高線の97.5m，南辺97.0ｍ，東辺96.9ｍ，

西辺97.1mラインとすると一辺約40ｍの正方形となり，主࣠は࠲標北からわずかに東にৼる。丁

寧な測量と設計の元で施工された土ஃと考えられる。また，現گの土ஃ最上面の標高は約99.0ｍ

である。土ஃをどの等高線とଊえるかで高低差は変動するが，現گ地形では֓Ͷ2ｍ程度の高さ

がある。

なお，地形測量の段֊では，土ஃ南辺東部には近年施工されたష石があった。そしてその南に隣

接してചళ・トイレ౩（以下，「黒門ศ所・ܜٳ所」とする）が建てられている。

図５には調査トレンνの位置もซせて記ࡌしている。ష石及び黒門ศ所・ܜٳ所工事による土ஃ

地形への影響を検౼するため土ஃ南東部斜面に設定したのが第１トレンν，土ஃ上の「Ծ設通路」

の工事による土ஃへの影響を確認するために土ஃ上面に設定したのが第２トレンνである。

（ෆಈಊࢀಓ）

X = - 1 0 6 , 52 0X = - 1 0 6 , 52 0

X = - 1 0 6 , 50 0X = - 1 0 6 , 50 0

X = - 1 0 6 , 54 0X = - 1 0 6 , 54 0

Y = - 2 4 , 52 0Y = - 2 4 , 52 0Y = - 2 4 , 54 0Y = - 2 4 , 54 0Y = - 2 4 , 56 0Y = - 2 4 , 56 0

̌ 10̼

99m99m

98m98m 97m97m

99m99m

99m99m 99m99m
99m99m 99m99m

98m98m
97m97m

98m98m

97m97m

97.5m97.5m

98.5m98.5m

99m99m

98.5m98.5m
98m98m

97.5m97.5m
97.5m97.5m

99m99m

（றं）

（ॴܜٳ・ศॴࠇ）（ॴܜٳ・ศॴࠇ）
96 .5m96 .5m

図̐　ࣛԓࣉ（金ֳࣉ）ఉԂ　ஃଌྔ図"（京都ɾ京都市࡞図ɾిࢠଌྔ，1ɿ400 ）　
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（２）աڈͷ地ܗଌྔਤ

ᶃଌྔਤ#

土ஃの地形を表現した図面は，今回新たに作図した測量図"以外に，ೋछྨの地形測量図がա去

に製作された。このうちの一つが，金ֳ寺が測量ձࣾにҕୗして作図した「ࣛԓ寺（金ֳ寺）現گ

平面図」（図6，「測量図#」とする）で，ত和63年12月に測量，平成元年１月に作図された地形

図である。0.5ｍ間ִの等高線で土ஃの地形を表現しており，ैདྷの発掘調査報告書やڀݚ文等

でたびたび引用されてきた測量図である。

ᶄଌྔਤ$

もう一つが，作図ऀ不ৄの，京都府文化財保護課が所蔵する測量図（図7，「測量図$」とする）

で，これまでެ開されていなかったࢿྉである。ඒ濃ࢴにインΫでਗ਼書されているが，ඒ濃ࢴはܦ

年のため変色しྼ化しており，作図から相当期間をܦている。作図年代が古いため，当વ，測量ਫ਼

度は近年作図された測量図"，#よりは粗い。たͩし，土ஃ地形を含むࣛԓ寺ڥ内の地形の特が

丁寧かつࠀ明に表現されているのが特である。

測量図$は一部が࠼色されるが，完成途上のようにも見受けられる。図左上の表が未記入で，さ

らに，左端の名ཝとࢥわれるՕ所もۭ白であるためである。また，右側のスケールόーの数値も

記ࡌされていない。

測量図$のスケールόーの全長は18.0cmで，幅1.8cmの大目盛りでे等分され，さらに大目盛

りは幅0.18cmの小目盛りでे等分されている。測量図$と測量図#（図６）のࢀ道の長さをൺֱし

たとこΖ，測量図$のॖईは1,000分の１と推定された。その場合，スケールόーの全長がϝート

（ෆಈಊࢀಓ）

X = - 1 0 6 , 52 0

X = - 1 0 6 , 50 0

Y = - 2 4 , 52 0Y = - 2 4 , 54 0Y = - 2 4 , 56 0Y = - 2 4 , 56 0

10̼̌

97m97m

体ۥ体ۥ

ࠜࠜ

ഉ水ߔ֎पഉ水ߔ֎प

（షੴ）（షੴ）

ୈ２トϨϯνୈ２トϨϯν

ୈ１トϨϯνୈ１トϨϯν
B۠B۠

C۠C۠
（Ծઃ௨࿏）

（Ծઃ௨࿏）

（ଘԂ࿏ط）（ଘԂ࿏ط）

（ଘط）（ଘط）

（ଘط）（ଘط）

ớ
ط
ଘ
Ԃ
࿏
Ờ

ớ
ط
ଘ
Ԃ
࿏
Ờ

・ศॴࠇ）
（ॴܜٳ　　　

・ศॴࠇ）
（ॴܜٳ　　　

図̑	　ଌྔ図"　トϨϯνઃఆҐஔ図	1ɿ500
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図̒　ࣛԓࣉ（金ֳࣉ）ఉԂ　ஃଌྔ図#（෦）　（原図ॖई1ɿ200，ࣛԓࣉ所蔵）　

図̓　ࣛԓࣉ（金ֳࣉ）ఉԂ　ஃଌྔ図$（原図ॖई1ɿ1000，京都所蔵）　

�� ͔ؒ
ࠇ

Ҍഅޱ௨

B

C

ෆಈಊࢀಓ

ஃ
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ル法ࢉで約180ｍ，大目盛りが約18ｍ，小目盛りが約1.8ｍという半端な数値となる。しかし，

大目盛りの幅を10間（約18.18ｍ），最小の目盛りを１間（約1.818ｍ）とԾ定すると，スケール

όーの全長が100間となり，目盛りが全て整数値となる。したがって，本図はϝートル法ではな

く，ई؏法で作図されたと判断される９）ɻ

測量図$の正確な作図年代は不明であるが，年代を推定するため，戦前から戦後の地図（図８）

と測量図$（図7）をൺֱすると，図7̰地点ではࣛԓ寺（金ֳ寺）の黒門から発して東に延びる

ଠい道路（Ҍ馬口通）と，北に延びる細い道路ͩけが表現される。図８のত和25年（1950）地図

及びত和10年（1935）地図にある，南に延びるࢢ道183号ҥּӉ多線（同図̰地点）はまͩ開

通していない。したがって，測量図$の年代がত和10年（1935）以前であることは確実であΖう。

また，図7̱地点には，土ஃと西側の不動堂ࢀ道の間に建物がඳかれる。図8のত和10年

（1935）地図，ত和５年（1930）地図には，この建物と同一と考えられる建物が，不動堂ࢀ道の

東に隣接してඳかれる（同図̱地点）が，大正11年（1922）地図にはແい。したがって，測量図

$の作図年代は，大正11年（1922）からত和５年（1930）の間に限定することもे分に可能で

ある。ࣛԓ寺庭園が国指定文化財となったのが大正14年（1925）であることも考ྀすると，測量

図$は文化財指定を契機にしたৄ細測量によって，大正末期からত和初期の間に作成されたものと

判断する。

（古川 ঊ）

̐．ୈ１τϨϯνͷ調査
調査着ख前は，黒門ศ所・ܜٳ所の北に隣接する土ஃの南東隅部にష石が施工された状態であっ

た（図9・10）10）。検ূのためにష石を一部残し，東にB区，西に̱区を設定し（図11），黒門ศ所・

。所建設工事及びష石工事に伴って土ஃが削られていないか確認するために調査を実施したܜٳ

なお，事前の測量調査では，黒門ศ所・ܜٳ所のࠜ軒ઌライン，ۥ体の位置を測量し，当該建

物の建設に伴って事前に調査された第12・13次調査トレンνの位置とর合した（図11）。調査の

ରとなったのは，新規建築範囲である建物東半部であるが，ۥ体の位置は྆トレンνの位置とほ

ぼ合கしており，発掘調査後の現状変ڐߋ可範囲外での設計変ߋ等はҝされていないと判断され

図̔	　ত和25ɾত和10ɾত和̑ɾ大ਖ਼11年地図
（ᶃɾᶅɾᶆ「京都北෦」国地ཧ院ɾ大日本ఇ国地ଌྔ෦ɾᶄ「ધԬࢁ」京都市都市ܭը図）

30 m 30 m

④大正11年（1922）③昭和５年（1930）①昭和25年（1950）

市
道
１
８
３
号
線

市
道
１
８
３
号
線
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ｂｂ

②昭和10年（1935）

ａａ

ｂｂ
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る。また，第1トレンν̰区の北側斜面上には小規模な平ୱ面が存在し，ա去の地形վ変が想定さ

れる。

（１）トレンチ調査

ᶃB۠（ਤ12・13）

調査前はష石が斜面を෴う状態であった（図９）。ష石を除去し，ష石の裏に堆積するॊらかい

表土（図13東壁第１～３層・北壁第１層・西壁第１～３層）を除去したとこΖ，গ量のϏχール

片やΨラス片及び木片を含む現代盛土層（図13東壁第９～21層，北壁第２` ～７` 層・第２～17

層，西壁第４～10層）を検出した。現代盛土層の層厚は約0.6～1.0ｍである。

現代盛土層の一部を検ূのためにトレンν中央部のΈ残して除去したとこΖ，トレンν南端で

東西方向の埋設ԘϏ管掘方49101を検出した（図13東壁第８層・西壁第11層）。49101の中心に

は直径0.08ｍのԘϏ管が通り，掘方の幅は約0.4ｍ，掘削深度は約0.4ｍ，トレンν内で検出した

長さは約5.0ｍである。49101の掘削に伴い，中世盛土層の南部と中世整地層が掘削されてい

る。また，49101と重複する位置で，ԘϏ管の敷設以前の撹乱49102を検出した（図13北壁第18

層）。

さらに，土ஃを形成する中世盛土層（図13北壁第８�・21・22層，西壁第12層・東壁22層）及

び中世整地層（図13北壁第23～25層，西壁第13～18層）を検出した。中世整地層の土質およ

び上面の標高は，南に隣接する第12・13次調査で，室町時代とされる整地層と一கする。また，

中世盛土層は中世整地層の直上に形成され，土質も中世整地層と近ࣅする。したがって，中世整地

層と中世盛土層は一連の作業工程の中で形成された可能性が高い。

なお，中世盛土層が形成する土ஃは建物基ஃの可能性があるため，基ஃ外装施設や外周のӍ落ち

溝の検出を目的としてトレンν南東部を南に֦ுしたが，ফ火施設等に伴うిؾ設備を含む地下

埋設管掘方49103を検出したͩけで，中世にḪる遺構は確認されなかった。

図̕　第１トϨϯνB۠　調査ணखલ（ೆ౦͔らɾ令
　　　和２年（2020）̔月26日）

図10　第1トϨϯνC۠　調査ணखલ（౦͔らɾ令
　　　和２年（2020）̕月23日）
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図11	　令和２年度　ࣛԓࣉ（金ֳࣉ）ఉԂ　（25࣍）第１トϨϯνҐஔ図（1ɿ150）
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図13　	第１トϨϯν̰۠அ໘図（1ɿ50）
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ᶄC۠（ਤ12・14）

斜面表面のష石を除去したとこΖ，̰区と同༷に，Ϗχール片やΨラス片等を包含する現代盛土

層を検出した（図14北壁第3・4層，西壁第3層）。現代盛土層の層厚は約0.1～0.5ｍで，̰区よ

りも全体的に薄い。また，西端では盛土施工後の地下埋設管掘方49201（図14西壁第2層）を検

出した。

さらに盛土を除去したとこΖ，̰ 区で検出されたԘϏ管49101の延長と，土ஃを形成する中世盛

土層（図14北・西壁第５層）・中世整地層（図14西壁第６層）を検出した。ԘϏ管掘方49101の

規模はB区と同༷に，幅0.4ｍ，深さ0.4ｍの線掘が検出された。トレンν内の長さは2.4mで，さ

らに西に延びる。49101は中世盛土層と整地層を削平して施工される。特に，トレンν南西部では

中世盛土層の南が長さ約1ｍ，幅最大0.4ｍ，高さ0.4mの範囲で削られていた。

中世盛土層の検出標高は̰区よりも高いが，図14北壁ᶃ地点を点として，東側と南西側に

斜が下がる。南西に向かって斜が下がるのは，土ஃ地形の本དྷの形状のөと考えられるが，東

側の̰区にかけても斜が下がるのは不自વである。したがって，中世から現在までのいずれかの

段֊で，̱区から̰区にかけて中世盛土層が削られていると考えられる。

（２）աڈͷࣸਅ・ਤ面هͱͷর߹

中世盛土が削られた時期や，ԘϏ管の敷設，現代盛土の施工時期といった土地վ変ཤྺのৄ細を

検౼するため，ա去の写真・図面記録等とর合することとした。

図15は，平成25年８月に撮影された，ࣛԓ寺（金ֳ寺）庭園第13次調査トレンνの作業風景

である。第13次調査トレンνは本報告第１トレンνから数ϝートル南に位置する。Ԟに写る土ஃ

斜面の下半部が第１トレンν設定地点である。この写真には，第13次調査終了後の黒門ศ所・ٳ

所建設工事に伴ってെ採され現在は存在しないΫスノキが中央Ԟにある。また，第1トレンνのܜ

調査で検出された現代盛土層は確認されず，盛土工事以前の撮影と考えられる。

中央ԞのΫスノキのࠜ元は，向かって左の西側が斜面に埋し，そして，ࠜの生え方が西から東

に向かって下がることから，西から東にかけての下りޯ配であったと考えられる。また，थ木の東

側には発掘道۩ྨが置かれる平ୱ面が斜面中ෲに存在している。थ木の東側は西側よりも地形վ変

図14　第１トϨϯν̱۠அ໘図（１ɿ50）
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を受け，標高が低くなっていたようである。

なお，図15で道۩が置かれている平ୱ面は，令和２年に作図した測量図"の等高線分布から，第

１トレンνB区の北隣に位置する平ୱ面（図11）と同一と考えられる。第１トレンν設定地点は，

この写真ではെ採された木が積まれており，道۩が置かれる平ୱ面よりさらに一段低くなっていた

ことが分かる。

図16は，平成25年12月13日に撮影された，埋設ԘϏ管49101の掘削開始直前の状گである 11）。

施工業ऀへのฉき取りによると，ԘϏ管の埋設は同日中に終了したという。写真中央部の白線がԘ

Ϗ管埋設予定Օ所で，左側に写るࠜが，図15のΫスノキのࠜに該当する。この段֊でΫスノキは

െ採されている。この写真は第１トレンν̰区と同一地点を撮影しているが，右側の重機の位置と

ൺֱすると，左側の中世土ஃの地形は令和２年現在の現گよりもかなり低い。そして，削られた斜

面にはଠいथ木が生え，地表面には木のࠜがுりଽも生えていることから，地形վ変から数े年以

図15　第13࣍調査トϨϯν（ೆ͔らɾ平成25年（2013）̔月）

図16　第１トϨϯνB۠ԘϏ49101掘։࢝（͔らɾ平成25年（2013）12月13日）

ˣ平ୱ໘クεϊΩˠ

ˣਤ 15 தԝのクεϊΩのࠜ
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上の年月をܦていることがわかる。

この地形վ変の時期を検౼するため，第１トレンνの周辺について，測量図̖，#，$の位置を

合わせて合成したのが図17である。ত和63年作図の測量図#（色）の等高線97ｍラインは，第

1トレンν付近で現گの測量図"よりも大きく南東にுり出している。このඳ画表現ͩけを見れ

ば，ত和63年から平成25年の間に土ஃが削られたとする解釈も可能である。

しかしその一方で，大正末期からত和初期の作図である測量図$（灰色）には，第１トレンν設

定地点に，ԣ݀状の凹Έとࢥわれる表現がある。この凹Έはত和63年に作図された測量図#の等

高線98mライン（色）でも表現されている。令和２年作図の測量図"（黒色）では，現代盛土と

ష石によって埋まっているが，ష石の位置と等高線の形状を見ると，測量図$の凹Έ中央部に重複

する位置で，土ஃ内側に向かってわずかに۶曲している。測量図"の段֊の地形にも，凹Έの痕跡

がөされているようである。

第1トレンνの位置とর合すると，凹Έ西ݞの位置は，̱区中央部東دりに該当する。C区の調

図17		　ଌྔ図̖ɾ̗ɾ̘　第１トϨϯνपล（１ɿ100）
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図18　第１トϨϯν֘෦ԕܠ（ೆ͔らɾ平成26年（2014）１月16日）

図19　第１トϨϯν֘෦近ܠ（ೆ͔らɾ平成26年（2014）１月22日）

図20　第１トϨϯνઃఆ地（౦͔らɾ平成27年（2015）１月30日）
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査では，中世盛土層が図14北壁ᶃ地点を点として東に向かって斜が下がると想定したが，測

量図$に表現される凹Έの中央部に向かって斜が下がる状گを示すとすれば，発掘調査成果と新

旧の測量成果を整合的に理解できる。平成25年に撮影された図15・16が示す土ஃ地形の残りの

ѱさも，この凹ΈをөするのであΖう。

図18は，平成26年１月16日に撮影された，土ஃ南隣の黒門ศ所・ܜٳ所建設工事風景である。

写真Ԟの，工事排土の置き場が第１トレンν設定地点である。

図19は，その６日後の平成26年１月22日に撮影された写真で，図18より近い地点から撮影さ

れている。ਨ直に立ち上がるԘϏ管支管が写っている（同図B）。この位置が図12のԘϏ管支管ׂ

れ口に該当する。

図20は，黒門ศ所・ܜٳ所北側にফ火施設が設置された，平成27年１月30日に撮影された写

真である。斜面に置かれた排土は，平成26年１月段֊よりも斜面にすりつけられた状態になって

いる。ԘϏ管支管も確認できる（同図̱）。

図18～20とB，̱ 区のトレンν調査成果から，平成25年12月または平成26年１月に開始され

た黒門ศ所・ܜٳ所建設工事に伴って土ஃに置かれた排土は，第１トレンν̰，̱区の「現代盛土

層」と同一と考えられる。

その後，図9・10のように，図20の現代盛土の上にష石が施された。正確なష石の施工日は不

明であるが，盛土の流出を防ぐためにҝされたとすれば，平成27年中に施工されたと考えられる。

（３）খ݁

トレンν調査及びա去の写真と新旧の測量図のরձから可能な範囲で，中世から現代までの第

１トレンνの地形վ変のཤྺを復元する。

まず，中世の段֊に，整地及び盛土によって土ஃとその周辺の地形が形成された。土師器の小片

が盛土から出土しているが，ৄ細な時期は不明である。近世及び近代の堆積層の形成は確認されな

かった。

そして，近世以߱に土ஃ斜面がԣ݀状に開削される。このԣ݀状の凹Έは，大正末期からত和初

期に作図された測量図$にඳ写され，測量図#が作図されたত和63年の段֊と，図9・10が撮影

された平成25年の段֊にもその痕跡は地表に残っていたようである。このԣ݀状の凹Έは明らか

に人工的に掘削されたものͩが，掘削の目的は不明である。形成年代も不明ͩが，গなくともࣛԓ

寺（金ֳ寺）庭園の文化財指定段֊には既に存在していたようである。

平成25年12月に土ஃ付近にԘϏ管49101が埋設され，施工の際に土ஃが一部削られた。

また，ԘϏ管設置以前に撹乱49102が掘削されている。49102のৄ細な形成時期は不明であるが，

上述のԣ݀状の凹Έの残ܽか，平成25年段֊に生えていたΫスノキのࠜ痕と考えられる。

平成25年12月または翌平成26年１月に土ஃ南隣で黒門ศ所・ܜٳ所の建設工事が開始され，

工事の排土が斜面凹Έに置かれた。平成27年１月に土ஃと黒門ศ所・ܜٳ所の間にফ火設備が設

置され，その際に49103，104が掘削され，地下埋設管が設置された。土ஃ斜面に置かれていた排



－59－

土はそのままݻ定され，おそらく平成27年中に，さらにその上に土が置かれ，斜面地表にはష石

が施された。

（古川 ঊ）

̑．ୈ２τϨϯνͷ調査
土ஃ上の南東部のԾ設通路のの高まりに設定したトレンνである（図5）。Ծ設通路工事の事前

に実施された平成28年度の第16次1区調査では中世土ஃ盛土層及び土ஃ上面の被面が検出さ

れ，この遺構を保護することを前提に設計を変ߋして工事が実施されている。第16次調査第1区

の範囲内の高まりに本調査の第2トレンνを設定し，平成28年度に保存のରとした遺構がその

後，適切に保存されているかを確認することを主目的に調査を実施した（図21）。

調査着ख前の第２トレンν設定地点は，上面がଽで෴われ，側面はԃ板で土ཹめが施された状態

であった（図22）。

（１）トレンチ調査

地表面のଽと側面のԃ板を除去したとこΖ，盛土と真砂土で遺構面が෴われ，保護された状گを

確認した（図23）。

さらに，真砂土層の直下で中世の被面，土ஃ盛土層を検出した（図24）。中世の被面及び土

ஃ盛土層は平成28年度第16次調査段֊の記録と同一の状態である。

被面はߗ化し，色調は褐色に変色している。火ࡂ時の地表面と考えられ，かなりの長時間に

わたって火ࡂに伴う高を直に受けたようである。被が顕著であることから，大規模建造物の火

。と考えてໃ६はないであΖうࡂ

中世土ஃ盛土層は，盛土が細かい୯位でີに施工されている。現在の盛土層は੬く軟質になって

いるが，この地点の盛土層断面は土ஃ上面の地形վ変によって長期間࿐出した状態であったと考

えられる。ݻݎにಥきݻめられた基ஃ遺構であっても，保存状態が良好でなければ盛土が軟化する

事ྫがあるため，第2トレンν盛土層が現状で軟質であっても，施工された段֊にはݻݎな堆積層

であった可能性はある 12）。

（２）աڈͷࣸਅهͱͷর߹

第２トレンνの現在の状گと，平成28年度第16次調査が終了し，被層を真砂土で被෴する作

業中であった平成28年11月19日撮影の図25と現在の状態には，違いが認められない。したがっ

て，第16次調査が終了した段֊の状態のまま，遺構は保護されていると考えられる。

（３）খ݁

第２トレンνの調査の結果，平成28年度第16次調査が終了した段֊の状態を保ち，遺構は保護

されていたことを確認した。
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図21　	令和２年度　ࣛԓࣉ（金ֳࣉ）ఉԂ（25࣍）第２トϨϯνҐஔ図（１ɿ100）

図22	　	第２トϨϯν地　調査ணखલ
（北౦͔らɾ令和２年（2020）̔月25日）

図23	　第２トϨϯν地　ଽɾԃ൘আڈঢ়گ
（ೆ౦͔らɾ令和２年（2020）̕月14日）



－61－

̌ ２̼

9���
���
��

9���
���
��

9���
���
��

9���
���
��

9���
���
��

9���
���
��

:���
���
�

:���
���
�

:���
���
�

:���
���
�

ඃ໘

Ծઃ௨࿏ڥք

98m

98.5m

ୈ25（２ྩ）࣍
ୈ２トϨϯν
ୈ25（２ྩ）࣍
ୈ２トϨϯν

ୈ16࣍	平2�
ୈ１トϨϯνୈ16࣍	平2�
ୈ１トϨϯν

98m

98.5m

97.5m

ୈ
16

࣍
ୈ

１
ト

Ϩ
ϯ

ν
ೆ


土


ୈ

16
࣍

ୈ
１

ト
Ϩ

ϯ
ν

ೆ


土


ୈ16࣍ୈ１トϨϯν౦土 ୈ16࣍ୈ１トϨϯν౦土

土
ஃ


土


（

த
ੈ

）
ඃ


໘

（
த

ੈ
）

த
ੈ

Α
り

ޙ
の

࣌


の
ଯ

ੵ


図24	　	　第２トϨϯν平໘図ɾஅ໘図（１ɿ60）
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また，土ஃ盛土の堆積状گについ

て，外部༗ࣝऀを含めて検౼した。

第16次調査報告書 13）では，堆積が

ີではなく軟質であること等から，

「大重量を支える基ஃとは考えにく

い」とධՁされているが，本調査で

の再検౼の結果，堆積はむしΖີで，

土質のॊらかさは後世の風化による

ものと判断された。

（古川 ঊ）

̒．ஃܗͷվม
ઌ述のとおり，今回の調査ରとなる土ஃの測量図は，"（令和２年作図），#（ত和63年作図），

$（大正末～ত和初期作図）のࡾछྨが存在する。土ஃ上面の「既存園路・既存広場」と呼শされ

る通路等がどの段֊で成立しているかを検ূするためࡾछྨの図面をൺֱし，近代以߱の土ஃ地形

のվ変ཤྺの復元を試Έる。

（１）ଌྔਤA・#ͷൺֱ（ਤ2�・27）

測量図#（図26）は，0.5m間ִの等高線で作図されている。土ஃ上面の標高は最も高い等高線

が99.0mであるが，中央部西دりには98.5mの等高線があり，測量図#作図段֊には凹Έが存在し

たようである。この凹Έについては，明治時代に考古ֶऀが発掘した痕跡であるという 14）。

測量図"と測量図#を合成しൺֱする（図27）と，測量図"の等高線が0.1m間ִであるのにର

し，測量図#は0.5m間ִであるため，測量図"に表現される土ஃ上面南東部のى伏は測量図#では

表現されていない。測量図"では土ஃ上面北西部に北にൈける通路が確認されるが，測量図#には

存在しない。測量図"と測量図#の等高線は֓Ͷ同じ場所に位置するが，土ஃ南東部に限り，測量

図#は測量図"よりも明らかに南にுり出している。第1トレンνの発掘調査及びա去の写真記録

等のরձから，土ஃ南東隅の実際のの位置は，測量図#の97ｍラインより北側であったと考えら

れる。

（２）ଌྔਤA・$ͷൺֱ（ਤ28・2�）

測量図$（図28）は，測量ਫ਼度は低く，標高の表示もແいが，土ஃ地形のى伏と形状をৄ細に表

現しており，作図ऀが地形を丁寧に؍していたことがい知れる。

測量図"とൺֱすると（図29），測量図$は，外形を正方形に表現していることが測量図"とڞ

通する。測量図$は上面のى伏を丁寧にඳ写しているが，ى伏の位置は測量図"とほぼ合கする。

測量図#では表現されなかった土ஃ上面北西部の南北方向の凹Έは，測量図$には表現されてい

図25　第２トϨϯν地　平成28年度調査ऴྃঢ়گ（北౦͔らɾ
平成28年（2016）11月19日）



－63－

98m

97m

97.5m

98.5m

99m
98.5m99m

98m

97m

97.5m

99m

97m

98m

99m
99m

99m

98.5m

98.5m

98.5m

97.5m

98.5m

̌ 10̼

̌ 10̼

図26　ଌྔ図#　ஃ෦（１ɿ400）

図27　ଌྔ図"ɾ#　߹成（ࠇɾଌྔ図"　ɾଌྔ図#，１ɿ400）
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図28　	ଌྔ図$　ஃ෦（１ɿ400）

図29　ଌྔ図"ɾ$　߹成（ࠇɾଌྔ図"　ɾଌྔ図$，１ɿ400）
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る。また，測量図"，$のൺֱから，土ஃ上面に現存する通路や広場の位置は測量図$の段֊に既

に存在したى伏の凹部に形成されたことも取される。さらに，測量図$は南東隅部にԣ݀状の凹Έ

を表現するが，第1トレンνの発掘調査と写真記録から，この凹Έが実在したことが判明している。

測量図$の作成年代は測量図"よりも90年以上Ḫるが，ޫ測ّڑによるి子測量から作図し

た測量図"に表現されるඍ地形を正確にଊえて作図している。

（３）খ݁

上記の検౼から，測量図"と測量図$はඍ細な地形をଊえ，地形表現がほぼ合கするのにରし，

測量図#はڥ内の建物や通路はৄ細かつ正確にඳ写するものの，土ஃの地形Ѳはやや粗く，ඍ細

な地形が表現されていないՕ所があると考えられる。

測量図$の土ஃ上面には複数のى伏が存在し，ى伏の形状は令和２年作図の測量図"と近ࣅした

地形であったことが判明した。測量図$が作図された段֊で，すでに土ஃ上面は大規模なվ変を受

けていたと考えられる。測量図$から測量図"まで90年以上の年代差があるため，その間，自વ崩

落等によりى伏が変形している可能性はあるが，土ஃ上面の通路，広場は，基本的に土ஃ上面のى

伏を利用して作られており，顕著な地形վ変は受けていないようである。

（古川 ঊ）

̓．Ҩ　

（１）遺物ͷ֓ཁ（ද２）

本調査では検ূ発掘という性֨を౿まえ，調査中の出土品については時期や遺存状態などによ

るબ別等はせず，そのまま取り上げて遺物として保管することとした。前ষの通り，本調査では現

代盛土や撹乱の直下で土ஃ構築土層を確認している。また，土ஃ構築土については保存を前提とし

て部分的な断ׂりしか実施していない。そのため，本調査で確認した出土品には͝くগ数のΈ中世

の遺物が含まれるが，それ以外の大半は現代を中心とした時期に属する。

出土量は合計でコンテナ1箱分あり，छྨとしては土師器・須ܙ器・瓦のほか，コンΫリート・

スレート・Ψラス・Ԙ化Ϗχール管・プラスνッΫなどがある。

̌ശ ̌ശ１ശ߹　ܭ 137（１ശ）ܭ

࣌ʙࣨொח

近ݱҎ߱

土ثࢣ・ਢثܙ・փᬵಃנ・ث

ίンクϦʔト・εレʔト・Ψϥε
ԘԽϏχʔϧ・ಃ࣓נ・ث 121ܭ

土2ثࢣ・ਢ3ثܙ
փᬵಃ1ث・1נؙݢ
தੈנ�

　　༰ ίンςφ
ശ

̗ϥンク
ശ

̘ϥンク
ശ࣌　 ̖ϥンク

ද２　遺物֓ཁද



－66－

（２）出土遺物（ਤ3�）

ୈ1τϨϯν

本調査の出土品の大多数が第１トレンνより出土した。ほぼ

全てが現代盛土や撹乱，埋設管掘方などから出土したものであ

る。これらの中には中世にḪる遺物も一部含まれているものの，

図化にえうるのは図30の3点程度しか認められない。なお，

小片のため器形・時期などは断定できないが，中世にḪる可能

性がある土師器片が第１トレンνB区の西端に設けた断ׂりの

土ஃ構築土層より１片のΈ出土している。以下，実測した遺物に

ついて述べる。

１は東ܥ須ܙ器のുの口縁部である。小片のため径等は復元できない。第１トレンνB区の現

代盛土層より出土した。2は灰ᬵಃ器の口縁部である。小片のため器形を断定できないが，器壁が

薄いことから小ܕᆵなどと考えられる。第１トレンνB区北壁19層より出土した。3は折曲技法で

成形された頭文軒平瓦である。瓦当面の半分程度が遺存している。鎌倉時代のものと考えられ

る。第１トレンνC区の埋設管掘方49101より出土した。

ୈ２τϨϯν

平成28年の発掘調査後の埋戻し土や，それ以߱の盛土層よりછ付などがগ量出土したのΈであ

る。

（井 ྄հ۽）

̔．·とΊ

（1）՝ͱͳͬͨݱ状มߋʹ͍ͭͯ

文化ிからの指ಋ・助ݴにより，金ֳ寺ڥ内の東部に位置する土ஃに影響を与えたとされる３

つの行ҝについて，今回の検ূ発掘調査の成果から結を述べる。

ᶃੴ֞ͷங

石֞の築造とされた行ҝは，土ஃ南東部分にある高さ約２ｍ，延長約16ｍの範囲にわたって一

๊えほどの石を敷きฒべた行ҝである（図11）。本དྷ，石֞とは不同下を防ぐために基底部をἧ

え，崩壊しないようにՙ重のόランスを考えて石材をਾえ付け，積Έ上げていくものであり，石材

の後方には排水や崩落防ࢭのために裏込めを，石材相ޓの伱間には間詰石を詰めていく。しかしな

がら，今回指ఠされた行ҝは，基底部の不同下ରࡦ工事がされているわけでもなく，ՙ重を考え

て石材がਾえられているわけでもなく，裏込めと呼べるほどのものも詰められておらず，後述する

盛土の流出をえるために盛土の表面に石をషりฒべたものであり（図13），土ஃを削ってਾえた

ものではないことが明らかとなった。

�

� �

̌ 10DN

ਤ3�　出土遺物࣮ଌਤ（１ɿ４）
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ᶄ௨࿏ͷઃஔ

土ஃに設置された通路については，当時施行中であった黒門ศ所・ܜٳ所の工期ॖとࢀഈऀ

への安全ରࡦの必要性により，ᷖ回路として計画されたものであり，平成28年6月29日付けでफ

約130ｍ，盛土の最大厚約0.4ｍでਃࡤ法人ࣛԓ寺代表役һから，通路面積約202.65㎡，竹ڭ

され，京都ࢢがڐ可している。しかし，平成28年10月18日付けで土ஃ上にある既設通路の幅が

ഈऀの安全確保がしく，車いすが通れないことから，ޯ配を１ʗ15以下，幅を５ｍ以ࢀ，くڱ

上確保する計画がなされた。その際，盛土ͩけによる施工はできないため，土ஃの一部で切土

（10.57㎡）が発生せ͟るをಘなくなり，文化ிの承認をಘるために計画変ߋ書が提出されたもの

である。この現状変ߋに伴う発掘調査により，被面と土ஃ状の盛土が確認されたことから，被

面を保護するために通路幅を５ｍから3.8ｍにॖ小された上で施工されている（図22）。

今回の検ূ発掘調査により，発掘調査終了時と全く同じ状گであり（図23），発掘調査終了後の

Ծ設通路設置に伴い計画以上に土ஃが破壊されていないことがわかった。

ᶅطଘԂ࿏

既存園路は，平成28年の現状変ߋਃ時に土ஃ上に存在した「既存広場」「既存通路」「既存園

路」をまとめたਃ図面上の呼শである。はこれがແڐ可で土ஃを削って造られたものなのか

どうかであるが，গなくともত和10年（1935）以前で，大正11年（1922）からত和5年（1930）

の間におおむͶ限定することが可能である測量図$にඳかれた土ஃ部分の等高線の୩部分と，これ

らの施設の位置が֓Ͷ一கすること（図28）から，測量図̘時点の旧地形を利用して園路の体ࡋ

が整えられたものと考えられる。

（２）土ஃʹӨڹΛ༩͑ͨݱ状มߋʹ͍ͭͯ

ᶃຒઃʹΑΔݱঢ়มߋɹ

今回の発掘調査により，現状変ڐߋ可ਃがなされていなかった排水管敷設工事を確認した。こ

の未ਃの現状変ߋは，平成25年9月10日付けでफڭ法人ࣛԓ寺代表役һからਃされた建物の

付ଳ工事に伴うものであった。この現状変ڐߋ可ਃは，同日付けでਃされた黒門ศ所・ܜٳ所

の建ସえに伴い，施設のดが長期間に及ぶことから，ࢀഈऀの利ศ性を図るために必要最小限の

؆୯なԾ設建物を計画したものであった。Ծ設建物の構造は，木造・平建て・切࠺造りで，建築

面積は9.9㎡であった。本དྷであれば，このԾ設建物に伴うిؾ・Ψス・上下水道等の埋設管の管

路図等も提出されるべきものであるが，失೦していたものである。埋設管敷設時の施工写真による

と，土ஃ部を避けるようにܦ路設定がなされているように見えるが，実際は，土ஃの一部を削っ

て設置されており（図12・14），現状変ߋਃが適切に行われていれば京都ࢢ文化財保護技師が立

ձ調査時に確認できていたと考えられる。

なお，今回の調査区内で確認した排水管は，埋め戻し時に除去した。

ᶄࠇศॴʹ͏土ʹΑΔݱঢ়มߋɹ

また，平成25年9月10日付けでफڭ法人ࣛԓ寺代表役һからਃされた黒門ศ所・ܜٳ所の建
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ସえに伴う現状変ߋਃでは，計画にઌ立ち２回に分けて行われた事前発掘調査成果に伴い遺構

の保存を前提としたものであり，次の４つの現状変ߋが含まれていた。

・既存ศ所・ܜٳ所の除٫（木造平建て，建築面積53.94㎡）

・黒門ศ所・ܜٳ所の新築（木造平建て，建築面積168.57㎡）

・थ木のെ採・Ҡ植

౷配管埋設ܥؾి・

この現状変ߋ，特に新築工事時の基礎掘削，Ҡ植時のࠜג保護のための掘削，埋設管の掘削に

よって生じる排出土を場外ൖ出するのではなく，北側の土ஃの元々低平になっていた部分に盛土

するという工事が行われていたことを確認した（図12・13）。この盛土のڧ度はऑく，黒門ศ所・

設備及び黒門ࡂ設備が設置されたことからも，म景と防ࡂ内の防ڥ所と土ஃの間にはࣛԓ寺ܜٳ

ศ所・ܜٳ所への盛土流出防ࢭも兼Ͷてష石がなされた可能性が高い。この行ҝは直接土ஃを破

壊する行ҝではないものの，土ஃの景؍に影響を与えており，今後，土ஃの保存方法を考えていく

必要がある。

（３）検ূൃ掘調査Ռʹ͍ͭͯ

以上，今回の検ূ発掘調査により，ਃし立てされたᶃ石֞の築造，ᶄ通路の設置，ᶅ既存園路の

可ਃの範囲を超えて土ஃに影響を及ぼしていないことを確認した。一ڐߋつについて，現状変ࡾ

方で，現状変ڐߋ可ਃがなされずに工事が行われた結果，土ஃの一部が削られていたこと，平成

25年以前にあった土ஃの景؍に影響を与える盛土がなされていたことを確認した。

今後は，所༗ऀͩけでなくҡ࣋管理にܞわる༷々な事業ऀにରして，࢙跡・名উの重要性と現状

変ߋに必要なख続き等の周知をしていかなければならない。

（石࡚ ળ久・馬瀬 ஐޫ）
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ड़のとおり，「10ؒ」がଥとݟղをվΊた。·た，ݱ地ެ։ࢿ料Ͱは調査࣍を「第21࣍」と表

記し͍ͯるが，そのޙの調査࣍の࠶ཧにΑり，「第25࣍」となった。

10）	 ௨常，ੴࡐをੵΈ্͛ͯங造した࡞を「ੴੵ」ある͍は「ੴ֞」とশする（文化ி文化財෦記೦

課2014）が，ஃೆ౦෦のߏ造は，ੴࡐがੵ·れるのͰはなく，ࣼ໘にෑ͖ฒられるߏ造Ͱ

あった。したがっͯ，্記の「ੴੵ」，「ੴ֞」のఆٛには֘しな͍とஅされる。ΉしΖ，生࣌

代の「షੴุ」と近͍ߏ造ͰあるたΊ，本ߘͰは͜の遺ߏを「షੴ」とশする。

11）	 ͜の図16は，ԘϏࢪのৄࡉを調るたΊ，ۀࢪ者͔らఏڙをड͚たࣸਅͰある。

12）	 தੈのଯੵঢ়گのධՁに͍ͭͯは，֎෦༗ࣝ者のඛా ࢯ（京都立大ֶ文ֶ෦ڭत），ശ

࡚和ࢯٱ（ಠ立ߦ政法人国立文化財ߏػ奈良文化財研究所都ൃ掘調査෦長）͔ら御ࣔڭをಘた。

13） ๛࣏『ಛผ史跡ɾಛผ名উ　ࣛԓࣉ（金ֳࣉ）ఉԂ』京都市埋蔵文化財研究所ൃ掘調査報告2016

－13，ެӹ財ஂ法人京都市埋蔵文化財研究所，2017年。

14）	 ౦　༸一「北ࣣࢁॏ大塔の所ࡏ地に͍ͭͯ（্）」『བ史　研究لཁ』第11߸，ެӹ財ஂ法人京都市

埋蔵文化財研究所，2017年。
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౦　༸一「Ԃ࢛ࣉ十ޒईᖡ୍と北ࢁ大塔ɾ্」『研究لཁ』第̓߸，財ஂ法人京都市埋蔵文化財研究所，

2001年。

౦　༸一「北ࣣࢁॏ大塔の所ࡏ地に͍ͭͯ（্）」『བ史　研究لཁ』第11߸，ެӹ財ஂ法人京都市埋蔵文

化財研究所，2017年。

文化ி文化財෦記೦課『ੴ֞උのͯͼ͖』，2014年。

˞なお，本報告掲載のࣸਅ等のస載に͍ͭͯは京都市文化財保護課に͍߹Θͤ，ڐՄをಘる͜と。たͩし，

　　京都市にஶݖ࡞がଐさな͍のはڐՄしな͍߹がある。
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ᶚ　২ԂҨ跡

１．調査経過

調査地は，左京区松ϲ࡚ࣳ本町に所在し，周知の埋蔵文化財包蔵地「植物園北遺跡」に該当する。

当地において個人事業主による小規模ڞ同住宅の建設が計画され，令和元年12月11日に文化財保

護法第93条第１項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」が提出された。当該地の周辺では，南東敷

地で平成18年に立ձ調査によって，弥生時代末から古時代初頭の୦݀建物が６౩ີ集する状گ

を確認し，東隣接地でも平成19年の発掘調査によって，古時代からಸ良時代の୦݀建物４౩を

検出するなど，ۃめてີに遺跡がల開することが判明している。当課はこれらの調査成果から，当

該地にも重要遺構が広がる可能性が高く，記録保存のための発掘調査が必要であると判断し，国庫

補助による発掘調査を実施することとなった。発掘調査は令和２年４月27日に開始し，令和２年

５月19日に現地での全ての作業を完了した。調査途中，検出した掘立柱建物の全体を確認するた

め，調査区の֦ுをおこなった。実働は16日間で，最終的な調査面積は73㎡である。

２．Ҩ　跡

（１）立地ͱྺ࢙తڥ
植物園北遺跡は，京都ຍ地北部に位置し，լໜ川ઔ状地上に広がる集落遺跡である。東西約２

Lm，南北約1.5Lmにわたる大規模遺跡であるが，この範囲内には複数のҟなる時期の集落遺跡を

ਤ１　調査地ͱपล調査Ґஔਤ（1ɿ5���）
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含Έ込む。遺跡ாには弥生時代～古時代，平安時代の遺跡としてొ録しており，これらが遺跡

の中心的な時期ではあるが，これまでの調査でೄ文時代から室町時代までの各時代の遺構・遺物を

確認している。特に古時代前期の遺跡は今回の調査地を含む遺跡南東部一ଳと上լໜઊϲ֞内町

など遺跡中部から北西部にかけての一ଳにີに広がり，遺跡全体で100౩以上の୦݀建物が確認さ

れてきた。地下鉄北山Ӻの南側，下鴨半木町一ଳでは相ର的にಸ良時代から平安時代の遺構ີ度が

高く，上լໜ神ࣾ南東に位置する上լໜ小ֶߍ一ଳでは，上լໜ神ࣾに関連するࣾՈ町と見られる

鎌倉時代から室町時代͝Ζの遺構も確認している。また，周辺には西山古群などの群集や，ࣳ

本瓦༼跡，深ట池༼跡など，ಸ良時代から平安時代の生࢈遺跡がల開し，植物園北遺跡との関連が

Ӑわれる。

（２）पลͷ調査（ਤ１・５）

今回の調査地南東の敷地で，平成18年度に実施した立ձ調査に際し，古時代前期の୦݀建物

を６౩検出している（図１�４）。これにより，周辺に古時代の遺構群がີにల開し，かつそれら

が良好に遺存していることが判明し，ൺֱ的小規模な建築計画においても発掘調査を実施してい

る。調査地の東隣接地では，平成19年に発掘調査を実施し，古時代の୦݀建物３౩及びඈ鳥時

代からಸ良時代の୦݀建物１౩を検出している（同６）。また，地点４の南側では平成23年に発掘

５̼̌
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ਤ４　調査区ஔਤ（1ɿ25�）

ਤ２　調査前全景（北から）

ਤ３　ۀ࡞෩景（北西から）
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調査を実施し，古時代の୦݀建物を４౩検出している（同７）。西側に目をసじると，ノートル

μϜֶ院構内でも古時代の୦݀建物，掘立柱建物を多数検出している（同１・８）。ಸ良時代以

߱の遺構は多くないが，今回の調査地に近い敷地北東部ではಸ良時代の掘立柱建物を検出してい

る。柱掘方は0.6～0.9ｍを測り，ほぼ正方位のฒびで東西１間分，南北２間分を検出している。柱

列は調査区外の西側へさらに続くことから東西౩であると推定できる。

以上のように，周辺では古時代前期を中心としてۃめて高いີ度で୦݀建物を検出しており，

同時期がこの一ଳの集落の盛期であったことが分かる。また，ಸ良時代以߱は全体としては遺構ີ

度が希薄になりながらも，大ܕの掘方を༗する掘立柱建物を検出していることは目に値する。

ਤ５　ࠓճ調査区ͱपล調査区（１ɿ5��）
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３．Ҩ　ߏ

（１）基ຊ層ং（ਤ６）

調査前の現地表面はおおむͶ平ୱで，標高68.0～68.1ｍであった。調査区全体として，建物解

体時の乱の影響により，本དྷの層序が遺存する地点はわずかである。最も乱の影響のগない地

点では，現代盛土が約0.2ｍ，旧耕土とচ土が約0.05ｍ前後ずつ，標高67.7～67.8ｍほどで基൫

層に至る。基൫層はにぶいԫᒵ色シルトあるいはにぶいԫ褐色砂礫で後ऀが前ऀの上に堆積する。

にぶいԫ褐色砂礫層が堆積していない範囲もあり，遺構検出面では砂礫とシルトがซ存する。な

お，図６は調査区֦ு前段֊の北壁・東壁の状گである。

（２）遺構（ਤ７・ද１）

遺構は૯計29基を検出した。なお，遺構൪号を付けたものの，遺構認定をվめたものについて

はܽ൪とし，൪号を付け直してはいないため，遺構൪号の最大数（37）と遺構数は一கしない。ま

)�6�.0m

Y��2064�Y��20652
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１　2.5Y6/1黄灰色シルト【ߞ土】
２　10YR3/2ࠇ褐色砂ట
３　10YR3/2ࠇ褐色砂ట（খ礫ؚΉ）
４　10YR3/3暗褐色シルト
５　10YR3/2ࠇ褐色砂ట（খ礫ؚΉ）

9��105216 9��105220
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１　2.5Y6/1黄灰色シルト【ߞ土】
２　10YR4/3にͿい黄褐色ట砂
　　　　（１～５cmの礫多ؚ͘ Ή）
３　10YR3/2ࠇ褐色砂ట（খ礫ؚΉ）

４　10YR3/2ࠇ褐色ట砂
５　10YR3/3暗褐色シルト
６　10YR3/2ࠇ褐色砂ట（খ礫ؚΉ）
̓　10YR2/2ࠇ褐色ట砂

̔　10YR3/2ࠇ褐色砂ట
̕　10YR3/3暗褐色砂ట
10　2.5Y4/2暗灰黄色砂ట
11　10YR5/4にͿい黄褐色砂礫（ݻ క͘まる）【ࢁ】

６　10YR3/2ࠇ褐色砂ట（খ礫ؚΉ）
̓　10YR3/1ࠇ褐色砂ట（খ礫多量にؚΉ）
̔　10YR3/2ࠇ褐色ట砂
̕　10YR4/1褐灰色ట砂
10　10YR6/4にͿい黄ᒵ色シルト【ࢁ】
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ਤ６　調査区（拡張前）北壁・東壁断面（１ɿ5�）
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た，複数の遺構が１つの遺構を構成する୦݀建物と掘立柱建物が１౩ずつ存在し，これらには整理

作業段֊で遺構൪号36，37を付した。検出遺構はおおむͶ古時代から平安時代に属する。以下，

主要なものについて報告する。

୦݀ݐ3�（ਤ８）

調査区北西部で検出した。南辺と東辺の溝（4D５）を検出し，これらが壁溝に当たると推定した

ことから，୦݀建物の可能性が高いと判断した。南辺，東辺の遺存部から，東西3.9ｍ以上，南北

3.6ｍ以上の規模となる。চ面は削平されているが，壁溝は底部付近が残存しており，ൺֱ的残り

の良い東辺では深さ0.2ｍ程度であった。南辺は撹乱の影響もあり，一部が途切れている。41１・

３・４・17は埋土の土質がほぼ同じであり，これらが୦݀建物に伴う柱݀の可能性があるが，断

定できない。

۷ཱபݐ37（ਤ９）

調査区のほぼ全体にわたって検出した南北３間，東西２間の掘立柱建物で，東西南北の全辺を確

認した。柱当たり中央間で測定し，南北約6.4ｍ，東西約4.4ｍの規模である。柱間は約2.2ｍであ

:�������:������� :�������
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ਤ７　調査区ฏ面ਤ（１ɿ8�）
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るが，東西྆辺の中央２基の柱݀間がややڱく，約２ｍである。主࣠は北で西に３˃程度く。

柱݀はそれぞれ１辺0.7～1.0ｍ程度の隅丸方形で，深さ0.4～0.6ｍ程度であるが，南辺中央の

柱݀35のΈઙく，0.2ｍऑであった。柱当たりは柱݀18，29，11，27，28，16で検出している。

いずれも直径0.2～0.25ｍ程度である。柱当たり下端までを，小礫を含Μͩ土でݻめ，それより上

部は୯一の土で埋め戻したもの（11，28，16）と土質のҟなる複数छの土を重Ͷるように埋め戻

したもの（29，27）を確認した。柱のൈき取り痕跡は確認できなかった。各柱݀の埋土出土遺物

は多くないが，最も新しいものは平安時代前期に属する。

S%14（ਤ10）

調査区東辺中央部から南西隅方向へと৳びる溝で，西側で蛇行しながら調査区外へと連続する。

断面は底部が平ୱなٯ形状をఄし，最も残りの良いՕ所で深さ約0.8ｍ，幅約0.9ｍであった。埋

土は西側ηΫシϣン，東側ηΫシϣンともに３層に分層でき，わずかながら西に向けて斜する。

埋土からの遺物は多くないが，古時代前期やඈ鳥時代の土師器などが出土した。平成19年度調

査（図１�６）で検出した溝39と，検出位置や断面形状，出土遺物の年代などが一கしており，連

続する遺構である可能性がۃめて高い。

ਤ８　୦݀建物3�ฏ面ਤ・断面ਤ（１ɿ��）
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４　10YR4/2灰黄褐色砂ట
５　10YR4/3にͿい黄褐色砂ట
　　　（２～５cmの礫多ؚ͘ Ή）
６　10YR3/2ࠇ褐色ట土

１　10YR4/2灰黄褐色ట砂
２　10YR3/2ࠇ褐色砂ట
３　10YR4/1褐灰色砂ట（খ礫ؚΉ）

ப
݀

11
ப

݀
1�

ப
݀

2�
ப

݀
16

ப݀1� ப݀2� ப݀11

１１２
３

２
３

４

１　10YR4/3にͿい黄褐色ట砂１　10YR3/3暗褐色砂ట（ݻ క͘まる）
２　10YR4/4褐色砂ట
　　　　　　（細礫ؚΉ，ݻ క͘まる）
３　10YR4/2灰黄褐色ట土
４　10YR4/3にͿい黄褐色砂ట
　　　　　　　（２～10cmの礫ؚΉ）

ப݀35ப݀2�ப݀25

１

２

B

B`

B B`

C

C`

C
C`

E

E`

E E`

FF`

F F`

̌ ２̼

c

c`

c c`

ਤ９　掘立柱建物37ฏ面ਤ・断面ਤ（１ɿ��）
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:������� :�������

9��������

9��������

B

B`

B`B

１

２ ３

１　2.5Y3/1ࠇ褐色砂ట
　　（１～５cmの礫少量ؚΉ）
２　2.5Y4/1黄灰色砂ట
　　（粘ੑ͋り，খ礫少量ؚΉ）
３　2.5Y4/2暗灰黄色砂ట
　　（粘ੑ͋り）

１　2.5Y3/1ࠇ褐色砂ట
　　（１～５cmの礫少量ؚΉ）
２　2.5Y4/2暗灰黄色砂ట
　　（粘ੑ͋り，খ礫少量ؚΉ）
３　10YR4/3にͿい黄褐色ట砂

１

２

３

౦ηクシϣϯηクシϣϯ

)�6�.5m )�6�.5m

C

C`

C C`

̌ ２̼

:������� :�������

9��������

4%��

4,��

)�6�.0

１２ ２ ３

４

１　10YR4/3にͿい黄褐色ట砂
　　　　　（２～５cmの礫ؚΉ）
２　10YR4/2灰黄褐色砂ట
３　10YR4/3にͿい黄褐色砂ట
　　　　（２cmେの礫多量にؚΉ）
４　10YR3/3暗褐色ట砂（খ礫ؚΉ）

【4,33】

【4%32】

̌ ２̼

& 8

【ௐࠪ۠ೆน】

S%32（ਤ11）

調査区南東隅で検出した溝で，北東調査区外から南西調査区外へと連続する。断面形状は上辺の

広い̪ࣈ状で，上端の幅が約1.0ｍ，深さ約0.55mである。検出位置，断面形状から平成19年度調

査で検出した溝38と連続する可能性がۃめて高い。平成19年度調査では庄内ࣜซ行期の遺物が出

土したため，古時代前期の遺構として報告されている。今回，ඈ鳥時代の須ܙ器ഋ̝が出土して

おり（図12�１），最終的な埋がこの時期まで߱る可能性がある。

ਤ1�　SD14ฏ面ਤ・断面ਤ（１ɿ��）

ਤ11　SD32・SK33ฏ面ਤ・断面ਤ（１ɿ��）
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̐．Ҩ　（ਤ1�ɾ1�ɾද２）

コンテナ２箱の遺物が出土した。細片が多く，図化にえうるࢿྉはগない。以下，図化できた

。ྉを中心に出土遺物の֓要を報告するࢿ

4%��ɹ１は須ܙ器ഋ̝である。ඈ鳥時代にؼ属する。

4%��ɹ２は土師器伫である。外面にタタキ痕が残る３は土師器高ഋである。状の٭部上端に粘

土を詰め，ഋ部の底部とする。軟質である。４は土師器長伫である。外面はॎ方向のϋケϝで，

口縁部はわずかに内し，内端部に面を࣋つ。２・３は古時代前期，４はඈ鳥時代の所࢈であΖ

う。

ப݀��ɹ５は土師器で，ು・似等の௳部であΖうか。体部にுり付いたಥ出部が؇やかにހをඳ

き，௳になると想定している。内面調整等は確認できない。時期のߜり込Έはしく，ඈ鳥時代か

らಸ良時代としたい。６は土師器ഋ̗の底部か。残存部が小さく，形態や時期について断定はし

い。

ப݀��ɹ７は土師器皿̖である。器表はຎしており，調整等は不明である。口縁内端部がわずか

ながらං厚する。ؼ属時期は平安時代前期の可能性が高い。８は土師器小ܕ器である。٭部に３

方向のಁ孔がある。古時代前期に属するか。

̌ശ １ശ２ശ߹　ܭ 13（１ശ）

࣌ݹ

ඈௗ࣌

ಸྑ࣌
ʙฏ҆࣌

土ثࢣ

土ثࢣɼਢثܙɼփᬵಃثɼנ

土ثࢣɼਢثܙ

土３ثࢣ

土３ثࢣɼਢ２ثܙɼ
փᬵಃ１ثɼฏ１נɼ
ෆ໌１

土１ثࢣɼਢ１ثܙ

　　༰ ίンςφ
ശ

̗ϥンク
ശ

̘ϥンク
ശ࣌　 ̖ϥンク

ද２　遺物֓ཁද

�

� �

�

̒

̑
�

�

̌ 10DN

ਤ12　出土遺物࣮ଌਤ１（１ɿ４）
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ப݀��ɹ９は平瓦である。柱݀25の最上層から出土したため，掘立柱建物のഇઈ後の遺物の可能

性もある。凹面は布目ѹ痕，ತ面はタタキ痕がࢹ認でき，焼成はݎ៛である。

ப݀��ɹ10は器छ器形不明製品である。ߗ質で灰色をఄし，須ܙ質である。また，外面にタタキ

痕，内面に同心円の当て۩痕が残ることから，本དྷは須ܙ器の伫であった可能性が高い。焼成時に

粘土内部のۭؾがுし，破྾したものと見ている。調査地の北側にはࣳ本瓦༼跡が所在してお

り，それらの生࢈遺跡との関連でとらえるべき遺物か。11は須ܙ器ഋの口縁部である。内外面と

もԣ方向のナデ調整で，灰白色をఄする。時期のߜり込Έはしいが，ಸ良時代から平安時代前期

か。12は灰ᬵಃ器ᆵの口縁部である。内外྆面に灰ᬵが施ᬵされている。平安時代前期の所࢈で

ある。

ப݀��ɹ13は須ܙ器皿ないしഋの口縁部である。器表がຎしているが，内外面ともԣ方向のナ

デ調整か。時期のߜり込Έはしいが，ಸ良時代から平安時代前期の所࢈であΖう。

̑．·とΊ（ਤ1�）

今回の調査では，建物跡や溝など複数の遺構を検出した。վめて，検出遺構から当地の変遷を

っておきたい。

今回の調査区内では弥生時代に属する遺構や遺物は確認できていない。また，周辺の調査で確認

している古時代前期の୦݀建物も今回の調査地点では検出していない。古時代前期͝Ζと想

定する4D32が平成19年度調査区から連続しており，この溝が南西敷地でల開する୦݀建物分布

のڥになる可能性があΖう。たͩし，掘立柱建物の柱݀や，ඈ鳥時代の溝から，古時代前期͝Ζ

と推定できる遺物が出土しており，本དྷはԿらかの遺構が存在していた可能性もあΖう。

次にඈ鳥時代には， 4D14が同じく平成19年度発掘調査区から連続している。୦݀建物36は方

位と切り合い関係からඈ鳥時代からಸ良時代のものである可能性が高く，当該期に集落における

� ��

��
��

��
̌ 10DN

ਤ13　出土遺物࣮ଌਤ２（１ɿ４）
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建物の分布範囲がやや北に広がるかもしれない。

続くಸ良時代から平安時代には掘立柱建物37が築造される。一辺0.7～1.0ｍ程度の掘方を備え

た柱は通ৗの集落の掘立柱建物とするには大きい。ノートルμϜֶ院北東部で検出されている掘

立柱建物と合わせ，現在の北山通付近に掘立柱建物群がల開していた可能性もあΖう。柱݀からの

出土遺物は平安時代前期のものが目立つため，গなくとも平安時代前期が存続期間の一端である

ことは間違いない。

これまでの周辺の調査によって，植物園北遺跡南東部に古時代集落がల開していたことは判

明していたが，今回の調査によって，ಸ良時代から平安時代には中心を北側にҠ動させていく༷相

が明らかとなった。今後の調査で，時期による集落域の変化をよりৄ細にえるようになるであΖ

う。

（新田 和央）

9��������

:�������

9��������

:�������

ճௐࠪ۠ࠓճௐࠪ۠ࠓ

ฏ��
ཱձௐࠪ۠

ฏ��
ൃ۷ௐࠪ۠

̌ 10̼

࣌ݹ

ඈௗʙಸྑ࣌

ಸྑʙฏ҆࣌

ߔ 3�

ߔ 38

SD32

SD14

ਤ14　近調査区ͷ遺構ల։（１ɿ3��）
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	ߴ　２ ਖ਼ཾ「২Ԃ北遺跡」『平成̐年度　京都市埋蔵文化財調査֓ཁ』財ஂ法人京都市埋蔵文化ߴɾܿڮ

財研究所，1995年。

ത「২Ԃ北遺跡」『平成̓年度　京都市埋蔵文化財調査֓ཁ』財ஂ法人京都市埋蔵文化財研究߁ੈٱ	　３

所，1997年。

̐　	٢࡚৳「২Ԃ北遺跡」『京都市内遺跡立会調査報告　平成18年度』京都市文化市民局，2007年。

̑　	平ాହɾϞϯϖςΟګ代『২Ԃ北遺跡』京都市埋蔵文化財研究所ൃ掘調査報告2007�1，財ஂ法人京

都市埋蔵文化財研究所，2007年。

本խ和「২Ԃ北遺跡１」『京都市内遺跡ൃ掘調査報告　平成19年度』京都市文化市民局，2008年ࢁ	　̒

̓　	٢࡚৳「২Ԃ北遺跡」『京都市内遺跡ൃ掘調査報告　平成24年』京都市文化市民局，2013年。
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ᶛ　നഇࣉɾ্ऴொҨ跡ᶗ

１．調査経過

調査地は，京都ࢢ左京区北白川東瀬ノ内町25ʵ1に所在し，周知の埋蔵文化財包蔵地である「北

白川ഇ寺」・「上終町遺跡」に該当する。当地において個人住宅の建設が計画され，令和元年11月

22日付で文化財保護法93条第1項に基づく届

出が提出された。近隣の調査（図４�調査２）で

検出された北白川ഇ寺に関わる溝が当該地に

連続することが予測されたため，国庫補助事業

として発掘調査を実施することとなった。

調査区は，敷地中央部に南北８m，東西９m

で設定した。計画された住宅基礎との兼Ͷ合い

から調査は,#.�0.65mの深さまでとした。調

査の結果，東西方向の溝３条などを検出し，一

部は溝底を確認するため埋土の掘削を行った。

加えて，東壁沿いで断ׂりを行い，ೄ文時代の

遺跡である上終町遺跡に関連する遺構の確認

を行ったが，遺構・遺物ともに確認できなかっ

た。

調査は令和２年４月６日から開始し，断ׂり

部の地൫վ良を含めた埋戻しを行った後，４月

22日に現地での全ての作業を終了した。一部

֦ுを行ったため，最終的な調査面積は78㎡

である。

9��10�130

9��10�140

9��10�150

Y��1�0�0Y��1�0�5

,#.（ԼਫϚϯϗʔϧ）

５̼̌

ෑ地ڥք

図２　調査લશܠ（ೆ͔ら） 図３　ۀ࡞෩ܠ（ೆ͔ら）

図1　調査۠ஔ図（１ɿ250）
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２．Ҩ　跡

（１）Ґஔͱڥ

北നഇࣉɼژຍ地ͷ北東部ɼӝੜࢁͷ南西ʹ͕Δനͷઔ状地্ʹҐஔ͢Δɻࠓճͷ

調査地ɼਪఆࣉҬͷ北西部ʹ͋ͨりɼౝ基ஃから北西5�NʹҐஔ͢Δɻ北ͱ西ʹかͬͯ؇

かʹԼ͕͓ͬͯりɼඪߴ調査地ͷ南ଆಓ࿏ͷϚンϗʔϧఱ（K#.）Ͱ75�11NͰ͋Δɻ
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図̐　調査地ͱपล調査Ґஔਤ（１ɿ2500）
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表１　近ྡ調査ྫࣄ一覧（図̐にର応）

൪号 所ɹ在ɹ地 期ɹɹ間 調ɹɹ査ɹɹ内ɹɹ༰ 文ɹɹɹɹɹɹ献面積㎡

１ 北白川東瀬ノ
内町43

1981.08.05～
1981.08.23ɹ

ೄ文時代の包含層，ಸ良時代の柱݀・溝
・土，平安時代の溝，室町時代の溝・
柱݀

２ 北白川山田町
１・ଞ

1990.12.03～
1991.04.09

ೄ文時代の୦݀住ډ・集石・土，ඈ鳥
時代の掘立柱建物，ಸ良～平安時代の東
西掘立柱ญ・溝・土・掘立柱建物

３
北白川東瀬ノ
内町50�1

1995.05.10～
1995.09.20

ೄ文時代の包含層，ඈ鳥時代の溝，白
時代～平安時代の土，塔基ஃ（瓦積か
ら石積へվम

４ 北白川東瀬ノ
内町４

1974.10.01～
1974.10.20 塔跡の南西部

５ 北白川東瀬ノ
内町４

1975.6.28～
1975.07.16 塔跡基ஃ（１辺約14ｍ）

６ 北白川東瀬ノ
内町４

1975.03.25～
1975.05.11 塔跡基ஃの南東隅

７ 北白川大堂町
４

1991.07.01～
1991.08.05

ಸ良時代～平安時代の瓦ཷ・溝・土・
柱݀

８ 北白川大堂町
56

1990.07.16～
1990.08.17

ೄ文時代の包含層，白時代の小遺
構，白～平安時代の基ஃ状遺構・溝

９
北白川大堂町
55，55�1

1980.06.03～
1980.07.06

ಸ良時代前期（白）の基ஃ（金堂と西
面回࿓
，溝，掘立柱建物

10 北白川大堂町 1934.11 金堂基ஃ（東西119ई 	約36ｍ
，
南北75ई５ੇ 	約23ｍ
 の瓦積基ஃ）

11 北白川大堂町
55�1ŋ2

2005.11.09～
2005.12.08

ඈ鳥・ಸ良時代の西面・南面回࿓跡・内
溝・東西溝・瓦ཷ，平安時代の落込・溝

12 北白川大堂町
61�1

1987.11.18～
1987.11.24 弥生時代の土，平安時代の溝・ࡤ

13 北白川大堂町
62 1999.10.14 白期の溝，近世の溝

14
北白川上別当
町18・大堂町
47�3

1986.06.04～
1986.06.05 白期の溝，平安時代の溝

15

北白川上別当
町29，25 1996.08.02 焼土を含む土16

北白川上別当
町10ɹ
北白川小ֶߍ

1982.03.01～
1982.04.17

ೄ文時代の包含層・河川，７世紀前半の
୦݀住ډ・柱݀・掘立柱建物，近世の溝，
柱݀

17

北白川上別当
町70ɹ
北白川小ֶߍ

1984.10.08～
1984.10.20 ඈ鳥時代の୦݀住ډ，落込・溝

18

北白川上別当
町70ɹ
北白川小ֶߍ

1994.09.22～
1994.12.28

ඈ鳥時代の୦݀住ډ・掘立柱建物・柱列
・土・柱݀・ピット，平安中期の溝，
中世～近世の溝，土など

19

北白川上別当
町70ɹ
北白川小ֶߍ

1994.11.21～
1994.12.16

古時代の溝・包含層，ඈ鳥・ಸ良時代
の土・柱݀，平安時代中期～鎌倉時代
の溝，室町時代後半の，近世の暗ڎなど

『北白川ഇ寺跡発掘調査֓要』
ত和56年度ɹ文ہ؍・埋文ݚɹ
1982年

『平成２年度  京都ࢢ埋蔵文化
財調査֓要』 埋文ݚɹ1994年

『京都ࢢ内遺跡発掘調査֓報』
平成７年度ɹࢢຽہɹ1996年

『北白川ഇ寺塔跡発掘調査報告』
調査ஂ・文ہ؍ɹ1976年

『北白川ഇ寺塔跡発掘調査報告』
調査ஂ・文ہ؍ɹ1976年

『北白川ഇ寺塔跡発掘調査報告』
調査ஂ・文ہ؍ɹ1976年

『平成３年度  京都ࢢ埋蔵文化
財調査֓要』 埋文ݚɹ1997年

『北ഇ寺・北白川ഇ寺発掘調
査֓報』平成２年度ɹ文ہ؍ɹ
1991年
『北白川ഇ寺跡発掘調査֓報』
ত和55年度ɹηンター・埋文
ɹ1981年ݚ

『京都府࢙跡名উ天વ記೦物調
査報告』第19 京都府 1939年

『京都ࢢ内遺跡発掘調査報告』
平成17年度ɹࢢຽہɹ2006年

『京都ࢢ内遺跡試掘立ձ調査֓
報』ত和62年度ɹ1988年

『京都ࢢ内遺跡試掘調査֓報』
平成11年度ɹࢢຽہɹ2000年

『京都ࢢ内遺跡試掘立ձ調査֓
報』ত和61年度ɹ文ہ؍・埋
 文ݚɹ1987年

『京都ࢢ内遺跡試掘調査֓報』
平成８年度ɹ文ہ؍ɹ1997年

『ত和56年度  京都ࢢ埋蔵文化
財調査֓要（発掘調査ฤ）』
埋文ݚɹ1983年

『ত和59年度  京都ࢢ埋蔵文化
財調査֓要』 埋文ݚɹ1987年

『平成６年度  京都ࢢ埋蔵文化
財調査֓要』 埋文ݚɹ1996年

『平成６年度  京都ࢢ埋蔵文化
財調査֓要』 埋文ݚɹ1996年

200㎡

730㎡

413㎡

53㎡

150㎡

90㎡

175㎡

106㎡

200㎡

108㎡

48㎡

43㎡

50㎡

21㎡

150㎡

100㎡

700㎡

260㎡

20

2006.06.19～
2006.07.06 73㎡ ඈ鳥時代の࣪地状堆積（ඈ鳥時代に整地，

底は未確認
，近代ʁピット
北白川上別当
町26�1

『京都ࢢ内遺跡発掘調査報告』
平成18年度ɹࢢຽہɹ2007年

21

北白川堂ノ前
町36

『京都ࢢ内遺跡試掘調査֓報』
平成20年度ɹࢢຽہɹ2008年

2008.02.01～
2008.03.07 中世の୩状遺構83㎡

˞全て京都ࢢ左京区

調査主体ɿ埋文ݚ ˠ 財ஂ法人京都ࢢ埋蔵文化財ڀݚ所，ηンター ˠ 京都ࢢ埋蔵文化財調査ηンター，文ہ؍ ˠ 京都ࢢ文化ہޫ؍，
ɹɹɹɹɹࢢຽہ ˠ京都ࢢ文化ࢢຽہ，調査ஂ ˠ 北白川ഇ寺発掘調査ஂ

「北白川ഇ寺」『京都ࢢ内遺跡発掘調査報告』平成20年度ࡌܝの図24・表４を元に加・調整。
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（２）पลͷ調査（ਤ４・ද１）
ਤ４ɼ北നഇࣉͱͦͷ南ʹྡ͢Δখொผொ遺跡Λରͱͨ͠調査ͷ͏ͪɼओཁͳൃ掘

調査Λࣔͨ͠ͷͰ͋Δɻ北നഇࣉͰɼന௨ΛڬΜͰ東ଆʹʮ東ํ基ஃʯ（ਪఆۚಊ）ɼ西

ଆʹౝ基ஃ͕ଘ͢ࡏΔ１）ɻ東ํ基ஃত９（1�34）ʹൃ͞ݟΕɼੵנ基ஃͰ͋Δ͜ͱɼ東西

3�N・南北23Nͷେنͳ建物Ͱ͋Δ͜ͱ͕໌ͨ͠（調査1�）ɻͦͷ後ɼ基ஃͷ西ଆͰ南

北ํͷճ࿓基ஃ͕検出͞Ε（調査９）ɼ東ํ基ஃͷपғʹճ࿓͕Ί͙ら͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕໌らか

ʹͳͬͨɻ·ͨɼ͜ͷ西面ճ࿓ʹ͢ߦΔ東西ํͷ͕ߔ検出͞Εͨ͜ͱͰ（調査11）ɼ南面ճ࿓

͕ଓ͢Δ͜ͱ͕ਪఆͰ͖ɼճ࿓ʹғ·ΕͨӃΛܗ͍ͯͨ͜͠ͱ͕֬ఆతͱͳͬͨɻҰํɼౝ基

ஃʹ͍ͭͯ調査３ʙ６ʹΑͬͯɼҰล13�8Nͷਖ਼ํܗͷ基ஃͰ͋Δ͜ͱɼॳͷੵנ基ஃからཚ

ੴੵ基ஃʹվम͞Εͨ͜ͱͳͲ͕໌ͨ͠ɻౝपลͷ༷૬ʹ͍ͭͯɼౝͷ北ଆͰ࣮͞ࢪΕͨ調査

２Ͱɼ東西ํͷྻࡤͱ２条ͷ͕ߔ検出͞Εͨ２）ɻࠓճͷ調査地ɼ調査２Ͱ検出͞Εͨߔͷ西Ԇ

ઢ্ʹҐஔ͢Δɻ

ͳ͓ɼ北നഇࣉͷ南ଆʹɼ北നഇࣉͱີͳؔʹ͋Δͱ͞ΕΔूམͱͯ͠খொผொ遺

跡͕͋Δɻ調査18ʙ2�Ͱɼඈௗ࣌後ظͷ୦݀ॅډ掘立柱建物͕検出͞Ε͍ͯΔɻݹ࣌

後ظからଓ͘খொผொ遺跡͕ͩɼ出土遺物ྔͰ北നഇࣉͷӦظ࣌ʹॏͳΔඈௗ࣌

後ظͷͷ͕ѹతʹଟ͘ɼ֘࠷ʹظོ盛ͨ͠ͱ͑ߟらΕ͍ͯΔ３）ɻ·ͨɼແจۜમ・נ

ౝ・࠼ࡾͷ΄かɼ北നഇࣉͷॴ༻נ出土͍ͯ͠Δɻ

３．Ҩ　ߏ

今回は掘削深度に੍限があったため，完掘していないՕ所があり，下層の確認も部分的な断ׂり

にཹめた。以下，主要遺構について報告する。なお，遺構൪号は調査段֊の൪号をそのまま用いた。

（１）層ং（ਤ５）
層序は，西壁において，(-�0.05mで暗灰ԫ色ట砂の耕土，�0.3mでԫ褐色砂టの基൫層（遺構

検出面）である。調査区北側では基൫層が低くなり，4D５以北には暗褐色ట砂～黒褐色砂టの整地

土が堆積し，層厚は最大0.4ｍである。4D５の北ݞと4D８はこの整地土上面で検出した。一方，東

壁では断ׂりを行い，基൫層の下層の状گを確認した。基൫層のԫ褐色砂ట層は約0.6m堆積し，

以下(-�0.9mで黒褐色ట砂（東壁13層），�1.2mで黒褐色ట砂（東壁21・22層），�1.5mでԫ褐色

粗砂～砂礫（東壁23層）となる。また，３節で後述するが，(-�1.8～2.65mでいわΏる白川砂を

確認した（図７）。

表２　遺֓ߏཁ表

த༿ل７ੈ SD５・６・８

後Ҏ߱ل７ੈ S1１ɼSK７・12

　　࣌ 遺　　　　構 උ　　ߟ
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（２）遺構（ਤ６・ද２）
S1１ɹ調査区北側で検出した。࣠��5Nɼ࣠��35Nͷ楕円形Ͱɼਂ͞��32NͰ͋Δɻຒ土

ࠇ৭ట࠭ɻSD５Λͬͯ立͢Δɻฏ͕נ·ͱ·ͬͯ出土ͨ͠ɻ

S%５・̒・８ɹ調査区北Ͱ検出ͨ͠ɻ͍ ͣΕ東西ํͷߔͰ͋ΔɻSD５東西1��2NҎ্ɼ

南北1�15Nɼਂ͞���NͰ͋ΔɻSD６東西1�NҎ্ɼ南北1Nɼਂ͞��12NͰ͋ΔɻSD８

東西8�8NҎ্ɼ南北1��5Nɼਂ͞��7NͰ͋Δɻ͍ͣΕ調査区֎ʹଓ͘ɻຒ土ɼSD５͕҉

৭࠭టͰ͋ΔɻSD５・６ࠇ৭ట࠭ʙࠇ৭ట࠭ɼSD８͕ࠇ৭ట࠭ɼSD６͕ࠇ৭࣭࠭土ʙ

西ʹରͯ͠南３˃ɼSD８南５˃ৼΕΔɻ遺物ͷେ͕土ثࢣͱਢثܙͰɼנSD５・６Ͱ

出土ͨ͠ʹཹ·Δɻ

SK̓・12ɹ調査区南西隅で検出した。調査区外に広がるため平面形は不明である。検出規模は，

4,７が東西1.2m，南北0.6mで，深さは0.3m，4,12は東西0.8m，南北0.4mで，深さは0.2mで

Y��1�0�4Y��1�0�� Y��1�0�0
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図̒　遺ߏ平໘図（１ɿ80）



－88－

ある。埋土はともに黒褐色砂టで，一連の土の可能性がある。4,７からまとまって平瓦が出土し

た。

S910ɹ調査区தԝ部Ͱ検出ͨ͠ɻ東西���Nɼ南北1��NҎ্ɼਂ͞��2NఔͰ͋Δɻຒ土

ͷ୦݀建物ͷܗから۱ؙํܗ৭࠭టɻSD５・６ʹらΕΔɻ西ʹରͯ͠南９˃ৼΕΔɻฏ面ࠇ

Մੑ͑ߟらΕΔ͕ɼ壁ߔᜱͳͲ検出Ͱ͖ͳかͬͨɻ掘ਂͷ੍্北ଆʹଓ͘かͲ͏か

֬ೝͰ͖͍ͯͳ͍ɻ土ثࢣͱਢثܙが出土した。

S111ɹ調査区南端で検出した。径��5Nͷ円形Ͱɼਂ ͞��4NͰ͋Δɻຒ土ࠇ৭ట࠭Ͱɼ遺

物出土͍ͯ͠ͳ͍ɻ

整地土ɹ4D５北ݞ以北で検出した。調査区北西端で約0.4mの厚さがある。黒褐色砂టで，SD

５・８の埋土とඇৗに近ࣅしている。軒丸瓦や須ܙ器などが出土した。

（３）断割り調査区（ਤ７）

北നഇࣉʹؔ͢Δ遺構面ͷ調査後ɼ調査区東Λ෯1.5mほど断ׂり，ೄ文時代の遺跡である

上終町遺跡に関する遺構の確認を行った。その結果，上終町遺跡に関する遺構・遺物は確認できな

かった。

下層の確認は#�#�間で行った。その結果，(-�1.8m以下で，にぶいԫ褐色～灰白色のඍ砂～粗砂

のいわΏる白川砂を確認した。また，５層以下の地層が東から西に向かって؇やかに斜している

ことを確認した。５層上面は，ೄ文時代早期の遺構・遺物が確認された調査２の遺構面に相当する

と考えられるが，関連する遺構・遺物は確認できなかった。
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̐．Ҩ　

ίンςφ２ശͷ遺物͕出土ͨ͠ɻ土ྨثͷେSD６から出土͠ɼྨנS1１・SK７から·

ͱ·ͬͯ出土ͨ͠ɻ近ྡͷ調査Ͱ֬ೝ͞Ε͍ͯΔೄจ土ث֬ೝͰ͖ͳかͬͨɻ

（１）ੜ土ث（ਤ８）

弥生土器が２点出土したが，小片で時期は明確でない。

土に砂ཻを多く含む。１は伫の口縁部，２はുの底部であ

る。１は4D６から，２は4D５北側の整地土から出土した。

（ਤ９）ثத༿ͷ土ل７ੈ（２）

土師器（３・４）と須ܙ器（５～15）がある。

土師器には，ഋ（３），伫（４）がある。３はഋ$で口径は8.8cmである。このほか小片のため

図示していないが，主に4D６から外面にϔラミΨキ，内面にཐટ状・放射線状の暗文を施したഋ$

片が４点出土した。４は伫の口縁部である。口縁部が内する近江・山എ地域で特的な伫であ

Δɻ伫の体部も一定量出土しており，ഗが付着するものが多い。

須ܙ器には，ഋ(（９～11）・同֖（５～８）・ു（12）・高ഋ（13）・ᆵ（14）・伫（15）があ

る。全体に口径の分かるࢿྉがগないが，ഋ(は10.4cm（９），同֖で10.1cm（５）のものが出

土した。ഋ)やഋ"・ഋ#は確認できなかった。12の口径は14.0cmで，体部外面の３Օ所に凹線

が८る。14はᰍᆵでݞがுる。15の体部には状文がೋ段に施される。

３・４・６・９・13・15が4D５から，７・10・11・12・14は4D６，５が4910，８が4D８

から出土した。出土点数はগないが，ඈ鳥地域や地域の土器群とൺֱすると，ඈ鳥地域で土器

がݮগし，地域で出土量が૿加する時期の土器群にྨࣅすることから，今回出土した土器群は

７世紀中༿にؼ属すると考えられΔ４）。
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��

��

��

�

̌ 10DN

図̕　出土土࣮ثଌਤ２（１ɿ̐）

̎̍

̌ 10DN

図̔　出土土࣮ثଌਤ１（１ɿ̐）
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（ਤ1�・11）ྨנ（３）
全体で約30点ほど出土した。内༁は平瓦が大半をめる。

軒瓦は，軒丸瓦が１点出土した（図10�16）。4D５北側の整地土から出土。ࡩ花状のૉ弁े༿蓮

華文である。蓮弁のうち一༿のΈೋ重になっているՕ所があるが，ଞのՕ所では見られないことか

ら，ᝎズレなどではなく，ᝎ自体がそうした状態であったと考えられる。瓦当径は約15.5cmで周

縁はない。中房の直径は４.2cm，高さは1cmある。蓮子はᝎによるものではなく，ಥによって

表現されており，18個ほどの蓮子がランμϜに配置されている。瓦当裏面上端に丸瓦を接合して

いる。瓦当裏面はナデて平ୱである。北白川ഇ寺では未確認のࣜܕの軒丸瓦であΔ５）。

丸瓦は２点出土した（図10�17・18）。いずれもತ面はナデ，凹面には布目が残る。17は41１，

18は4D６出土。

平瓦（図10・11）は，4,７・41１からまとまって出土した。焼成不良の軟質のものが目立つ。

凹面に模ࠎ痕が残ること，粘土板の継ぎ目が確認できるもの（19・26）が確認できることから，桶

巻き作りであることが分かる。北白川ഇ寺では一ຕ作りのತ面ೄୟきの平瓦も出土するが，今回の

調査では明確に一ຕ作りと判断できる平瓦は確認できていない。

北白川ഇ寺の塔跡周辺では，ತ面に֨子ୟきや平行ୟき，さらにはزԿֶ文༷のୟきなど特घୟ

きを施す平瓦が顕著に出土することが指ఠされている６）が，塔北西部にあたる今回の調査でも同༷

の向を確認した。図10�19～23，図11�24・25はತ面に֨子ୟきを施す平瓦である。19～23

は一辺約１cmの正方形の֨子ୟき目，24は長方形の֨子ୟき目，25は斜֨子ୟき目がತ面に残

る。一方，図11�26～30は平行ୟき・特घୟき・ೄୟき目の平瓦である。26・27は平行ୟき目，

28は正֨子ୟき目と平行ୟき目が重複する。29はزԿֶ文༷ୟき目，30はೄୟき目である。

19～22が4,７から，23・24・26～28が411から，25・29・30が重機掘削中に出土した。4,

７・41１出土ฏנɼฏߦୟ͖֨ࢠୟ͖͕ओྲྀͰ͋Δ͜ͱ͕かΔɻ

表３　遺֓ཁ表

１ശ １ശ３ശ߹　ܭ 3�（１ശ）

ੜ࣌

ඈௗ࣌
（ࠒதل７ੈ） 土ثࢣ・ਢྨנ・ثܙ

ੜ土ث

土２ثࢣɼਢ11ثܙɼ
12ɼؙנ１ɼฏנؙݢ 2נ

ੜ土２ث

˞　ίンςφശͷ߹ܭɼ整ཧ後ɼ̖ ϥンクͷ遺物Λந出ͨͨ͠Ίɼ出土࣌Αり１ശଟ ͳ͍ͬͯ͘Δɻ

　　༰ ίンςφ
ശ

̗ϥンク
ശ

̘ϥンク
ശ࣌　 ̖ϥンク
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図10　ग़瓦࣮ଌ図１（１ɿ̐）
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図11　ग़瓦࣮ଌ図２（１ɿ̐）
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̑．·とΊ（ਤ1�）

ͷ調査ͰࣉΛ３条検出ͨ͠ɻ·ͨɼ͜Ε·Ͱͷ北നഇߔத༿ͷ東西لճͷ調査Ͱɼ７ੈࠓ

ະ֬ೝͷૉห࿇՚จ͕נؙݢ出土ͨ͠ɻҎԼɼ·ͣ調査２Λத৺ͱͨ͠近ྡ調査ྫࣄͱͷൺֱΛ

௨ͯ͜͠Εら東西ߔͷੑ֨Λ͑ߟɼ次ʹૉห࿇՚จנؙݢʹ͍ͭͯड़ͯ·ͱΊͱ͍ͨ͠ɻ

（１）調査２ͱͷൺֱ
ௐ査２ɿ東西方向の柱列が２条（4"９・10），東西溝が２条（4D７・８）検出された。柱列は，

4"９は西にରして北に４˃，4"10は北に１.8˃ほどৼれる。東西溝はいずれも深さは0.5mで，4D

７が幅約２m，4D８が幅2.8m以上ある。4"９，4D７・８については，掘立柱ญとそれに伴う内外

溝とされ，その性֨について，塔を囲む塔院のญが想定されていΔ７）。4"10は北白川ഇ寺のՀཟ

造営࣠と一கし，その後4"９が北へ大きくৼれることから，造営基४が変化したことにର応する

と考えられていΔ８）。4D７・８からは瓦が多量に出土しており，平瓦ͩけで600点を超える。その

内༁について4D７では，一ຕ作りの平瓦が３ׂऑをめる９）。

２条（SD５・６）ɼͦͷ北ଆͰ͞らʹ１条（SD８）Λߔͷ西Ԇઢ্Ͱߔճͷௐ査ɿ調査２北ࠓ

検出ͨ͠ɻSD５・６෯１N前後Ͱɼ深さは4D５が0.9m，4D６は0.12mɼSD８෯1��5Nɼ深

ௐࠪ̎

ճͷௐࠪ۠ࠓ

4%̑
4%̒

20̼̌

S#11

SA９

4%̓

SA1�

S#13

4%̔

4%̔

9��10�120

9��10�140

Y��1�0�0 Y��1�060 Y��1�040

図12　ࠓճの調査と調査２との遺ߏ関図（１ɿ500）
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さ0.7mͰ͋Δɻߔ͍ͣΕ西ʹରͯ͠南ʹ３ʙ５˃ৼΕΔɻSD５・６・８ͷ出土遺物ʹେ͖ͳ

らΕΔɻ͑ߟͷ遺構ͱ（த༿ل７ੈ）த༿࣌からɼඈௗثແ͘ɼ出土ͨ͠土ࠩظ࣌

調査２ͱࠓճͷ調査Λൺֱ͢Δͱɼେ͖͘３ҟͳΔΛ͛ڍΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͣɼ調査２Ͱ

検出͞Εͨ4D７・８ͱࠓճ検出ͨ͠SD５・６・８ɼ͍ͣΕ෯ਂ͞ͳͲ͕ҟͳΔɻಛʹࠓճ

検出ͨ͠SD５・８ɼ෯͕΄Ͳ͠かͳ͍Ұํɼਂਂ͍ɻ

次ʹɼ遺構ͷৼΕ͕ҟͳΔɻ今回検出したSD５・６・８西にରして南ʹৼΕΔ͕ɼ調査２ͷ

4"９・10，4D７・８は北にৼれるɻ͜Εʹରͯ͠ɼ北നഇࣉͷԼ層遺構建物ओ͕࣠西ʹର͠

ͯ南ʹৼΕΔʹ͋Δ1�）。調査２ͰԼ層遺構ͱͯ͠掘立柱建物（S#11）͕ 検出͞Ε͓ͯりɼ建

物ओ࣠南ʹ17˃΄ͲৼΕΔɻ͞らʹɼ北നഇࣉʹ南͢Δখொผொ遺跡Ͱɼඈௗ࣌

த༿·Ͱ୦݀建物͕西ʹରͯ͠南ʹৼΕΔʹ͋Δ͜ͱ͕໌͓ͯ͠りɼ北നഇࣉӦ前

ͷ༷૬Λࣔ͢ͱ͑ߟらΕ͍ͯΔ11）。

，一定数出土しており͕נりͷฏ࡞後ʹɼ出土遺物ʹؔͯ͠ҟͳΔɻ調査２ͷ4D７ͰҰຕ࠷

塔に使用されたと考えられるが，ࠓճ検出ͨ͠SD５・６・８でओମͱͳΔ出土遺物７ੈلத༿

ͷಛΛͭɻ·ͨɼ調査２Ͱߔຒ࣌ʹౝॴ༻͕נେྔʹഇ͞غΕͨͱ͑ߟらΕΔҰํɼࠓճ

ͷ調査Ͱɼߔから出土͢Δנ1�΄Ͳʹཹ·Δɻ

Ҏ্ͷ検౼からɼࠓճͷ調査Ͱ検出ͨ͠東西ߔɼ調査２Ͱ֬ೝ͞Εͨ4D７・８ͱҰ࿈ͷߔͰ

ͳ͘ɼظ࣌ͷҟͳΔผͷߔͱ͑ߟらΕΔɻ遺構ͷৼΕʹண͢Δͱɼࠓճ検出ͨ͠ߔɼ北ന

ഇࣉԼ層遺構খொผொ遺跡ͱڞ௨ੑ͕͋Δ͜ͱΛࢦఠͰ͖Δɻͨͩ͠ɼࠓճͷ調査Ͱ検出͠

ྫࣄ後ͷ調査ࠓ状Ͱෆ໌Ͱ͋ΔɻݱͲͷΑ͏ʹల։͢Δͷかɼ͕ߔɼ調査２Ͱ検出͞Εͨߔͨ

ͷ૿ՃΛͬͯ検౼͍ͨ͠ɻ

（２）ૉหे༿࿇՚จנؙݢʹ͍ͭͯ
今回，北白川ഇ寺では新出ࣜܕのૉ弁े༿蓮華文軒丸瓦が出土した。北ࢁഎͰ北ഇ12ࣉ）ͱɼ

北ഇנʹࣉΛ͍ͨͯ͠څڙ北ഇ13༽נࣉ）ɼ഼ݩࢬҴՙ༼14）からಉจͷ͕נ出土͍ͯ͠Δ。いず

れの場所でも２छ （ྨBɼCྨ）͕ ֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻこΕら北ഇ寺に関連するૉ弁े༿蓮華文軒丸

瓦は，ඈ鳥寺建瓦をܕにもつものの，中房の相ର的な大ܕ化などからࣜܕ的にややれる段֊

のものとされる15）。時期については７世紀前半代にൺ定されている1�）。

今回出土した軒丸瓦は，製作技法などからBྨと同छのものと考えられる。たͩし，中房が一段

高く，蓮子をಥにより表現するなど，調整方法にଞのՕ所では見られない特がある。これまで

北白川ഇ寺で確認されていた最も古い軒瓦は，山田寺ࣜの୯弁ീ༿蓮華文軒丸瓦で，７世紀第３࢛

半期の製作と考えられていた17）。しかし，今回ૉ弁े༿蓮華文軒丸瓦が出土したことにより，７世

紀前半代に瓦を使用した建物が存在した可能性が出てきた。たͩし，１点のΈの出土で，明確な遺

構から出土したわけではないため，今後の調査でよりৄ細に検౼ができるようになることを期待

したい。ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ                                                         ɹɹ （۽୩�ࢠ）



－95－

ம

̍ʣ� ɹ৳ʮനഇࣉͷՀཟ෮ۙ࠷�ݩͷൃ۷ௐࠪՌʹΑΔ�ʯh ฏ҆ڀݚ࢙ྺژʱਿࢁ৴ࡾઌੜถ

णه೦ूߦץձɼ199�ɻ

̎ʣ� ம̍จݙɻ

̏ʣ� ށຬஉʮແจۜમࢼʯh ॴɼ�00�ɻڀݚࡒຒଂจԽࢢژʣࡒཁʱୈ10߸ɼʢلڀݚ

̐ʣ� ฤͷᶙதஈ֊ʹۙ͢ࣅΔظ࣌ͱ͑ߟΒΕΔʢࠤ౻ོʮҬʹ͓͚Δ̓ੈلͷ༷ث

૬ʯh ඈௗ࣌ͷثฤߟ࠶ʱ�019ɻʣ

̑ʣ� നഇࣉͷנؙݢʹ͍ͭͯɼ"ʙ&ྨͷ̓ྨ͕͜Ε·Ͱ֬ೝ͞Ε͍ͯΔʢງɹେีʰඈௗɾന

ͷᙇʕژࢢͷݹࣉӃʕʱژࢢจԽࡒϒοΫεୈ�4ूɼ�010ʣɻ

̒ʣ� ࢯͷฏנͷྨʹΑΕɼ19ʙ��,�"	ᶘ
��ɼ��ɾʹࣜܕ#�,ɼ�5ࣜܕ
ᶙ	ɼ�4,�"ࣜܕ

)�"ࣜܕɼ��,�"	ᶘ
৳͢Δʢɹ֘ʹࣜܕ"�/ɼ�0ࣜܕ
ᶗ	ͱ)�"ͷॏෳɻ�95�%ࣜܕ

ʮനഇࣉͷӦաఔʕࢁഎݹࣉӃͷֶݹߟతߟʕʯh ʱ9�ɼ1994ʣɻݹ

̓ʣ� ɹ৳ʮനഇ̎ࣉʯh ฏ̎ɹژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁ ɼɦஂࡒ๏ਓژࢢຒଂจԽݚࡒ

ॴɼ1994ڀ

̔ʣ� ம̍จݙɻ

̕ʣ� ம̓จݙɻ

10ʣ� ம̏จݙɻ

11ʣ� ம̏จݙɻ

1�ʣ� ɹ৳ʮഇࣉɾࣉོͷנݐʯh ͷཱ·ͰʕࣉେࡁΒඦ͔ݐͷࣉᶗʕඈௗڀݚנݹ ಸɦ

ॴɼ�000ɻڀݚࡒจԽཱࠃྑ

1�ʣ� ্ଜฤʮഇ̎ࣉʯh ত54ژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁ ʢɦࡒʣژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ

�01�ɻ

14ʣ� ʯhנͷ༽ࢬɹਅʮ഼ݪࠤ ୈ̏߸ɼ�00�ɻרʱୈ90ྛ࢙

15ʣ� ඛాʮـͷॳנظੜ࢈ͱਓͷಈʯh ୈ̏߸ɼ19��ɻרʱୈ�9ྛ࢙

1�ʣ� ம14จݙɻ

1�ʣ� ம̑จݙɻ"ྨ͕נؙݢࣜࣉాࢁɻ



－96－

ᶜ　നഇࣉɾ্ऴொҨ跡ᶘ

１．調査経過

調査地は，左京区北白川東瀬ノ内町25ʵ2に所在し，周知の埋蔵文化財包蔵地である「北白川ഇ

寺」・「上終町遺跡」に該当する。当該地において個人住宅の建設が計画され，令和2年9月７日付

で文化財保護法93条第１項に基づく届出が提出された。これにରし東側隣接地の調査（本書ᶛষ

調査地）で確認された溝が当該地において連続すると予測されたため，文化ி国庫補助事業による

発掘調査を実施することとなった。

調査は令和２年10月７日から11月５日まで実施した。調査区は東西７ｍ，南北９ｍの範囲で設

定した。また，数Օ所֦ுをおこない，調査面積は85㎡となった。また，周辺調査事ྫについて

は本書ᶛষの表１をࢀরとされたい。

ӂ　௨　ޚ

ന
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図３　ۀ࡞෩ܠ（ೆ͔ら）図２　調査લશܠ（ೆ͔ら）

図１　調査地Ґஔ図（１ɿ2500）
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２．Ҩ　ߏ

（１）層ং（ਤ５）
層序は北壁において，(-�0.5mで暗灰ԫ色

ట砂の耕土（D�D�１層），�0.7ｍで褐灰色ట砂

の耕土（D�D�２層），�0.8mでԫ褐色砂టの基

൫層（D�D�５層）である。

また，調査区南西の֦ு区で断ׂりを行い，

(-�1.5ｍで灰オリーϒ色砂ట（"�"�17層），

�1.9ｍでԫ褐色粗砂（"�"�18層），�3.2mで中

礫を多く含むԫ褐色粗砂（"�"�19層）の地山

を確認した。

（２）遺構（ਤ５・６・ද１）
S%１ɹ調査区中央付近で検出した東西方向の溝である。整地層を切って成立する。幅̌.4～0.7

ｍで，長さは調査区西側に続き東西７ｍ以上である。深さは東側で0.3ｍ，西側で0.2ｍである。࣠

線は西にରして南へ約２˃ৼれる。遺物は須ܙ器や瓦などが出土した。

S%２ɹ調査区南端で検出した東西方向の溝である。整地面を切って成立する。幅1.5ｍ，長さは

７ｍ以上である。深さは東壁付近は0.7ｍ，西壁付近から南北ηΫシϣンにかけては0.8ｍと東か

ら西へ向かって斜している。࣠線は西にରして南へ約４˃ৼれる。埋土には平瓦がまとまって埋

まっている層があり，ഇغしている状گが確認できる。遺物は土師器や須ܙ器，軒丸瓦や平瓦など

が多く出土した。

S%̒ɹ調査区北西で検出した南北方向の溝である。幅1.3m，検出長は5.5m以上で，深さは

0.4mである。埋土は暗褐色ట砂と明ԫ褐色砂టを含む暗褐色ట砂の２層に分けられる。遺物は平

瓦や須ܙ器のఙݛ٭の٭部のほか，ೄ文土器の細片などが出土した。

整地層ɹ調査区南半で検出した。褐灰色ట砂である。耕土直下にあり，調査区南半全体に広が

る。厚Έは0.1ｍで，遺物は瓦などが出土した。

SK３ɹ調査区南半で検出した楕円形の土である。基൫層上面で成立する。土の南半は調査区

外へ続く。東西4.1ｍ，南北2.6ｍ以上で，深さは1.1ｍ程度である。埋土は黒褐色ట砂・灰褐色ట

砂・礫をগ量含む灰ԫ褐色ట砂である。遺物は瓦が多量に出土したほか，須ܙ器のഋ身，ഋ֖，土

師器のುなどが出土した。

Yʹ�1�100

ຊॻୈᶛষௐࠪ۠ຊௐࠪ۠

9��10�130

9��10�140

9��10�150

Y��1�0�0Y��1�0�0

,#.

$

10̼̌

図̐　調査۠ஔ図（１ɿ500）
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表１　遺֓ߏཁ表
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図̑　調査۠அ໘図（１ɿ80）
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SK４ɹ調査区中央付近で検出した楕円形の土である。4,３に切られる。東西2.8ｍ，南北1.1

ｍである。深さは0.3ｍである。埋土は褐色ట砂の୯一層である。遺物は瓦が出土した。

SK５ɹ調査区南半で検出した土である。基൫層上面で成立する。東西4.3ｍ，南北1.3ｍ以上，

深さは4,３に切られており，0.1ｍである。埋土は暗灰ԫ色細砂である。土は調査区南端へ続く。

遺物は平瓦が出土した。

SK̓ɹ調査区東دりで検出した方形の土である。基൫層上面で成立する。東西0.7ｍ以上，南

北1.9ｍで，深さ0.4ｍである。埋土は黒褐色砂質土の୯一層である。遺物はほぼ完存する平瓦な

どが出土した。

S1８ɹ調査区北側で検出したピットである。基൫層上面で成立する。直径0.4ｍで，深さ0.2ｍ

である。埋土はにぶいԫ褐色ట砂の୯一層である。遺物は土師器細片が出土した。

図̒　遺ߏ平໘図（１ɿ100）
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֦ு۠ͷҨߏ

当初設定していた調査区では，東隣接地で確認された4D５の続きが検出できなかったため，北

東֦ு区を設けてその検ূを行った。しかし，溝の確認にはいたらず，土を２基検出した。

SK９ɹ֦ு区南東で検出した円形の土である。東西0.6ｍ，南北0.3ｍで，深さ0.1ｍである。

埋土はにぶいԫ褐色ట砂୯一層である。遺物は出土していない。

SK10ɹ調査区東側で検出した円形の土である。東西0.7ｍ以上，南北１.0ｍで，深さ0.1ｍで

ある。埋土は黒褐色砂質土の୯一層である。遺物は出土していない。

３．Ҩ　（ද２）
コンテナ28箱分の遺物が出土した。出土遺物には，土器・瓦ྨがある。大半が4D２から出土し

たಸ良時代の遺物である。図化はしていないが，ೄ文土器の細片も出土した。

（１）土ث（ਤ７）
１は整地層，２は4,５，３～７は4,３，８は4D１，９は4D６，10～16は4D２から出土した。

１・３～６・８～15が須ܙ器で２・７・16が土師器である。

１はഋ(の身である。２は皿"である。ナデがڧく外面にケズリが残り，内面には暗文を施す。

３・４・８はഋ)の身である。５はഋ(の֖で，中央に宝珠のつまΈが付くものである。６はുで，

̌ 10DN
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図̓　ग़器࣮ଌ図（１ɿ̐）
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口縁端部は࢛角く成形されており，外面に線を施す。７はು"である。口縁部が直線的に外し，

調整は内外面ともϋケ目を施す。９はఙݛ٭の٭部である。底径は20.6ᶲで残高は2.7ᶲである。

10は鉄ുである。口縁が内し，ݞ部がはる。11・12はഋ֖である。྆方とも口縁端部を丸くऩ

める。12の内面は平である。炭の付着はないが，స用ݛとして使用されていたと考えられる。13

はഋ"の身である。外して立ち上がり，端部は丸くおさまる。14はഋ#の身である。体部は外

しながら立ち上がり，端部は丸くおさめる。షり付け高である。15は伫である。口縁は؇やか

に「く」のࣈに曲がり，底部は平底である。外面はϔラケズリで，内面はڧいナデを施す。16は

表２　遺֓ཁ表

　６ശ 　22ശ32ശ߹　ܭ 　　44（４ശ）

ಸྑ࣌

ฏ҆࣌ נ
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ฏ１נ

土３ثࢣɼਢ13ثܙɼ
６ɼؙנؙݢ 18נ２ɼฏנ
ඌ１ɼᛵ１

ೄจ࣌ ೄจ土ࡉثย

　　༰ ίンςφ
ശ

̗ϥンク
ശ

̘ϥンク
ശ࣌　 ̖ϥンク

�נ �נ

�נ

�נ

�נ

̌ 10DN

�נ

図̔　ग़瓦࣮ଌ図１（１ɿ̐）
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伫である。口縁は外し，端部は࢛角く成形する。体部に取っखがつく。調整は外面にタタキを施

した後，ϋケϝを施す。内面は底部付近に੨ւ文が施される。時期は１～７は７世紀後半，８～

16は８世紀中ࠒ～後半に位置付けられる。

（ਤ８ʙ15・ද３）ྨנ（２）
4D２を中心として，軒丸瓦，平瓦，丸瓦，㡤などが出土した。このうち軒丸瓦は７点，平瓦

は575点，丸瓦は100点，ඌは１点，㡤は１点ある。なお，瓦ྨのৄ細については؍表（表

３）にまとめる。

表３　ग़瓦؍表

߸൪נ छྨ จ༷・λλΩͷಛ ٕ๏ͷಛ ਤԽ出
土遺構 ૯ උߟ

１נ

נؙݢ�

୯หീ༿࿇՚จɻ
पԑࡾॏݍจɻ

部ଆ面・ཪ面φσɻנ
土গྔͷཻ࠭ΛؚΉɻমೈ࣭ɻ
৭調փ৭ɻ

SD２ ２

２נ ୯หീ༿࿇՚จɻ
࿇หฏୱͰ͋Δɻห区
ͷ֎ଆʹݍઢ͕１条८
りɼ֎ઢ͘ଠ͍ݍઢ
Ͱද͢ɻ࿇หͷ間ʹ３Օ
ॴͷᝎই͕ೝΊらΕΔɻ

部ଆ面・ཪ面φσɻנ
土গྔͷཻ࠭ΛؚΉɻমೈ࣭ɻ
৭調ԫᒵ৭ɻ

SD２ １

３נ

୯ห༿࿇՚จɻ
த͘ߴಥ出͠ɼ࢛֯
͍࿇͕͋ࢠりɼ࿇หࡉ
͘ಠ立͓ͯ͠りɼ࿇หͷ
間ʹचจ͕८Δɻ

部ଆ面・ཪ面φσɻנ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻম࣭ߗɻ
৭調փ৭ɻ

SD２ 1

４נ 部ଆ面・ཪ面φσɻנ
土ཻ࠭ΛগྔؚΉɻমೈ࣭ɻ৭
調ԫᒵ৭ɻ

SD２ １

５נ 部ͷತ面נ部ଆ面・ཪ面φσɼؙנ
έζϦɼԜ面ʹ͋りɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻম࣭ߗɻ
৭調փ৭ɻ

SD２ １ 部্部Λέנ
ζϦɼପԁܗΛ
ఄ͢Δɻ

６נ 部ଆ面・ཪ面φσɻנ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調փԫ৭ɻ

SK３ 1

７נ

���ฏנ

（େ）ࢠ֨ Գ࡞רりɻ
ತ面ͷ面付近λλΩ後φσɻԜ面ʹ
・͋ࠟࠎりɻଆ面・面ͱʹφσɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調୶ԫ৭ɻ

SD２ ��

８נ （খ）ࢠ֨ Գ࡞רりɻ
Ԝ面ʹͷ௲͡߹Θͤ割քઢ・
りɻ͋ࠟࠎ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調୶փ৭ɻ

SD２ 11� 

９נ ࢠ֨ࣼ Գ࡞רりɻ
Ԝ面ʹ͋りɻଆ面Αりʹ割քઢ͋
りɻଆ面φσɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻম࣭ߗɻ
৭調փനɻ

SD２ 45

נ 1� ฏߦλλΩ（ଠ） Գ࡞רりɻ
Ԝ面ʹ͋りɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調୶ԫ৭ɻ

SD２ 3�

נ 11 ฏߦλλΩ（ࡉ） Գ࡞רりɻ
Ԝ面ʹ・͋ࠟࠎりɻ
ଆ面・面ͱʹέζϦɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調ઙԫ৭ɻ

SD２ 35
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߸൪נ छྨ จ༷・λλΩͷಛ ٕ๏ͷಛ ਤԽ出
土遺構 ૯ 　��උߟ

נ 12

���ฏנ

ಛघλλΩ
Կֶ１ز

Գ࡞רりɻ
ತ面ͷ面付近λλΩ後φσɻԜ面
ʹ・͋ࠟࠎりɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調փന৭ɻ

整地層 1�� 

נ 13 ಛघλλΩ
Կֶز 2

Գ࡞רりɻ
ತ面ͷ面付近ʹɼୟ͖後φσɻԜ面
ʹ・͋ࠟࠎりɻଆ面έζϦ後φσɻ
土ཻ࠭ΛগྔؚΉɻম࣭ߗɻ৭
調փ৭ɻ

SD２ ９

נ 14 ಛघλλΩ
Կֶ３ز

Գ࡞רりɻԜ面ʹ・͋ࠟࠎりɻ
面・ڱ面・ଆ面έζϦɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻম࣭ߗɻ
৭調փ৭ɻ

SK７ 1� ଘɻ全΅΄
 4���DNɼ෯
28��DNɻڱ
面ͱ面ʹ๏
ྔͷࠩ΄΅ͳ
͠ɻ

נ 15 ಛघλλΩ
（ྠ）

Գ࡞רりɻԜ面ʹ・೪土ͷͭͳ͗・
͋ࠟࠎりɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻম࣭ߗɻ
৭調փ৭ɻ

SD２ ４

נ 1� ಛघλλΩ
（）

Գ࡞רりɻ
Ԝ面ʹ・͋ࠟࠎりɻ面・ଆ面
φσɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調փ৭ɻ

SK３ 1�

נ 17 נ�９נ 13ͷཁૉ͕͋
Δෳ߹λλΩ

Գ࡞רり
Ԝ面ʹ・ࠎ ・ࠟͷͱ͡߹Θͤ͋りɻ
ଆ面έζϦɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻম࣭ߗɻ
৭調փ৭ɻ

SD２ ３

נ 18 ೄ（ࡉ）
ತ面ࣼΊํʹλλΩΛ
ɻ͢ࢪ

Գ࡞רりɻ
Ԝ面ʹ͋りɻଆ面έζϦɻ
土ཻ࠭ΛগྔؚΉɻমೈ࣭ɻ৭
調փࠇ৭ɻ

SD２ 1�

נ 1� ೄ（ଠ）
ತ面ॎํʹλλΩΛࢪ
͢ɻ

Գ࡞רりɻ
Ԝ面ʹ・͋ࠟࠎりɻଆ面έζϦɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調ઙԫᒵ৭ɻ

SD２ ８

נ 2� ೄ（ࡉ）
ತ面ॎํʹλλΩΛࢪ
͢ɻ

Ұຕ࡞りɻ
Ԝ面・ଆ面ʹ͋りɻڱ面έζϦɻ
ଆ面からڱ面ʹか͚ͯ۱りΛ͏ߦɻ
土５ᶱ΄Ͳͷؚཻ࠭Ήɻমೈ࣭ɻ
৭調ઙԫᒵ৭ɻ

SD２ ２ 二次ম͋りɻ

נ 21 ೄ（ࡉ）
ತ面ࣼΊํʹλλΩΛ
ɻ͢ࢪ

Ұຕ࡞りɻԜ面ʹ͋りɻଆ面έζϦɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調փന৭ɻ

SD２ ７ ଆ面ΛࣼΊʹ
Δɻ

נ 22 ೄ（ଠ）１
ತ面ॎํʹλλΩΛࢪ
͢ɻ

Ұຕ࡞りɻԜ面ʹ͋りɻଆ面έζϦɻ
土ཻ࠭ΛগྔؚΉɻমೈ࣭ɻ৭
調ԫփ৭ɻ

SD２ １

נ 23 ೄ（ଠ）２
ತ面ॎํʹλλΩΛࢪ
͢ɻ

Ұຕ࡞りɻԜ面ʹ͋りɻଆ面έζϦɻ
土ཻ࠭３ᶱʙ 2DN΄ͲͷੴΛଟؚ͘
Ήɻমೈ࣭ɻ৭調ࠇփ৭ɻ

SD２ １ ฏ҆࣌ͷנ
かɻ

נ 24 φσ
ತ面ԣφσͰɼλλΩ
Λ全ʹফ͢ɻ

Գ࡞רりɻԜ面ʹΘͣかʹ͋りɻଆ面・
面έζϦɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調ઙԫᒵ৭ɻ

SK５ 1� Ԝ面ʹ͕ࠟࠎ
Δͷؚ
Ήɻ

נ 25

נؙ��

ತ面ʹೄୟ͖Λͨ͠ࢪ
後ɼφσɻ

基ࣜɻԜ面ʹɼͷͱ͡߹Θͤߦ
͋りɻଆ面έζϦɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻম࣭ߗɻ
৭調փ৭ɻ

SK３ ��

נ 2� ತ面部ʹೄλλΩΛࢪ
ͨ͠後φσɻ

ԑࣜɻԜ面ʹ͋りɻଆ面έζϦɻۄ
土গྔͷཻ࠭ΛؚΉɻমೈ࣭ɻ
৭調ʹͿ͍ԫᒵ৭ɻ

SK３ １

נ 27 ��
ඌ

ර部ɻ２ஈͷஈΛઃ͚Δɻ
土ཻ࠭Λ΄΅ؚ·ͳ͍ɻমೈ࣭ɻ
৭調փന৭ɻ

SD２ １ ਖ਼ஈかٯஈか
ෆ໌ɻ

נ 28 ����
　㡤

ද面・ཪ面・ଆ面έζϦɻ
土গྔͷཻ࠭ΛؚΉɻমೈ࣭ɻ
৭調փന৭ɻ

SD２ １
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図̕　ग़瓦࣮ଌ図２（１ɿ̐）
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図10　ग़瓦࣮ଌ図３（１ɿ̐）
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図12　ग़瓦࣮ଌ図̑（１ɿ̐）
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図13　ग़瓦࣮ଌ図̒　（１ɿ̐）
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図14　ग़瓦࣮ଌ図̓（１ɿ̐）
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��נ
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図15　ग़瓦࣮ଌ図̔（１ɿ̐）
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̐．·とΊ（ਤ16ɾ1�ɾද̐）

今回の調査は７世紀後半の土８，世紀中ࠒ～後半の整地層，溝，土・ピットなどを確認し

た。今回の調査を考えるにあたり以下に，平成２年度調査１）・本書ᶛষの調査をൺֱし，まとめと

する。以下，本調査を「調査ᶃ」，本ষᶛষの調査を「調査ᶄ」，平成２年の調査を「調査ᶅ」と表

記する。

ʲௐ査ᶃͷ֓ཁʳ

遺構の時期は２時期あり，７世紀後半と８世紀中～後半に分けられる。

まず，７世紀後半の遺構として，4,３～５がある。4,３～５はいずれも幅2.8～4.1mの楕円形

で，それぞれに切り合っている。塔造営に近い時期の遺構と考えられることから，造営に際して行

われた土取りの痕跡の可能性が考えられる。

次に，８世紀中ࠒ～後半の遺構として，4D１・２・６がある。4D１・２は東西方向，4D６は南

北方向の溝である。4D１は幅0.4～0.7ｍで，深さ0.2～0.3ｍで調査区外に続く。4D２は幅1.5ｍ

で深さ0.7～0.8ｍの溝で調査区外に続く。4D６は幅1.3ｍ，深さ0.4ｍの溝である。出土遺物には

大きな時期差はないと考えられる。主に4D２から瓦が多く出土している。塔跡周辺では֨子ୟき

や特घୟきが多く出土する向が指ఠされているが２），今回の調査でもその向を認した。

ʲௐ査ᶄͷ֓ཁʳ

北溝の西延長線上で溝２条（4D５・６），その北側でさらに１条（4D８）を検出した。4D５・６

は幅１m前後で，深さは4D５が0.9m，4D６は0.12m，4D８は幅1.65m，深さ0.7mである。溝は

いずれも西にରして南に３～５˃ৼれる。4D５・６・８の出土遺物に大きな時期差はແく，出土し

た土器から，ඈ鳥時代中༿（７世紀中༿）の遺構と考えられる。

ʲௐ査ᶅͷ֓ཁʳ

東西方向の柱列が２条（4"９・10），東西溝が２条（4D７・８）検出された。柱列は，4"９は西

にରして北に４˃，4"10は北に１.8˃ほどৼれる。東西溝はいずれも深さは0.5mで，4D７が幅約

2m，4D８が幅2.8m以上ある。4"９，4D７・８については，掘立柱ญとそれに伴う内外溝とされ，

その性֨について，塔を囲む塔院のญが想定されている。4"10は北白川ഇ寺のՀཟ造営࣠と一க

し，その後4"９が北へ大きくৼれることから，造営基४が変化したことにର応すると考えられて

いる。4D７・８からは瓦が多量に出土しており，平瓦ͩけで600点を超える。その内༁について

4D７では，一ຕ作りの平瓦が３ׂऑをめる３）。

ʲ౦ߔͷൺֱʳ

ɹ調査ᶃからᶅのൺֱから判明したことを以下に述べる。



－112－

 ・ 調査ᶅの4D７・８，調査ᶃの4D１・２は西にରして南にৼれるが，調査ᶄの4D５・８は北に

ৼれる。

・ 調査ᶅの4D７・８，調査ᶃの4D１・２から塔所要と考えられる瓦が多量に出土したが，調査ᶄ

の溝から瓦はほとΜど出土していない。

・ 調査ᶃ・ᶄは隣接する調査地ͩが，調査ᶄの4D５・６・８の西延長部を調査ᶃで確認すること

は出དྷなかった。また，調査ᶄの4D６は溝の深さが西へ向かってઙくなるため，溝が途切れる

可能性もある。

・調査ᶅの4D７は，調査ᶄ・ᶅのいずれでも西延長部を確認出དྷなかった。

・調査ᶅの4D８は，調査ᶄでは西延長部を確認出དྷなかった。

・調査ᶅの4D８と調査ᶃの4D２は，溝のৼれや出土遺物の༷相がྨࣅするが，྆ 溝の間には約ɹ

ɹɹ47ｍものڑ離がある。

・ 調査ᶄ南西隅の4,７から，調査ᶃの4D２と同༷，塔所用瓦がまとまって出土しており，4D２

の東延長部の可能性がある。その場合，土ではなく溝の北ݞを検出したこととなる。

ௐࠪᶅ

ௐࠪᶄ

4%5

4%6
9��10�140

4%�

4%1

ௐࠪᶃ
ճͷௐࠪࠓ

4%6

20̼̌

S#11

SA�

4%�

SA1�

S#13

4%�

4%�

4,�

9��10�120

Y��1�0�0 Y��1�060 Y��1�040Y��1�100

図16　調査ᶃʙᶅとの遺ߏ関図（１ɿ600）

調査地 ํҐ 遺物
調査ᶃ（ຊ調査地） 西ʹରͯ͠南２ʙ４˃ৼΔɻ ฏ͕נ 575 Ҏ্出土ɻ
調査ᶄ（ຊॻᶛষ調査地） 西ʹରͯ͠北３ʙ５˃ৼΔɻ ฏ͕נ 1�΄Ͳ出土ɻ
調査ᶅ（ฏ２調査地） 西ʹରͯ͠南 1�8˃ৼΔɻ ฏ͕נ ��� Ҏ্出土ɻ

表̐　調査地ผ　ߔの֬ೝঢ়گൺֱ表
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図17　調査ᶃʙᶅと塔との関図（１ɿ1000）
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以上のことより，まず今回の調査（調査ᶃ）で検出した4D２は調査ᶅの4D８とྨࣅする要ૉが

あものの，྆溝の間には約50ｍほどのڑ離があり，一連の溝と考えるには調査データが不して

いる。次に，隣接した調査ᶄの4D５・６・８は今回の調査区には続かない。そのため，溝が途切

れるか，南北方向に曲がる可能性が指ఠできる。また調査ᶅの4D７も調査ᶄには続かないことか

ら，溝が途切れるか，南北方向に曲がる可能性がある。

ʲೆํͷߔʳ

今回の調査区北西で確認した4D６の性֨を考えるにあたって，大正11年（1922）の都ࢢ計画

図がࢀ考になる（図17）４）。この地図では，塔基ஃの周囲に道で囲まれた大きな長方形の区画が見

られ，ある時期の寺域が地ׂとして残っていた可能性が指ఠされている５）。今回の調査区はこの長

方形の区画の西端付近に位置しており，4D６は西端ラインとほぼฒ行になる。寺域が地ׂとして

残っていたと積ۃ的に解釈するならば，4D６は８世紀後半までの寺域の西限の溝の可能性がある。

以上，今回の調査と近隣調査のൺֱを通してまとめを述べた。当初連続すると想定していた溝が

続かないなど課が多く残る調査となったが，北白川ഇ寺に関する遺構・遺物が明確に残ってい

ることが明らかになった。今後周辺で調査が行われる際には，今回の課を含めて૯合的な検౼が

必要となるであΖう。

（ਗ਼水 早৫）

註

１）	　৳「北白ഇ２ࣉ」『平成２年度京都市埋蔵文化財調査֓ཁ』，財ஂ法人京都市埋蔵文化財研究

所，1994年。

２）		　৳「北白ഇࣉの造営աఔ―北ࢁഎ古代ࣉ院のߟ古ֶతߟ―」『古代』第97߸，ૣҴా大ֶߟ

古ֶ会，1994年。

３）Ḽ２文ݙ。

̐）	ງ　大ี『ඈ鳥ɾ白のᙇ―京都市の古代ࣉ院―』京都市文化財ブックス第24集，京都市文化市民局

文化財保護課，2010年。図17は「৽چの地図্に෮元した北白ഇࣉのՀཟ」を一෦վม。

̑）Ḽ̐文ݙ。
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ᶝ　ࢁՊຊࣉئ跡（��ɾ�5次）

１．調査経過

24次調査は，山科区西山֊町36�2，38�1，51で実施した範囲確認調査である。平成22～26

年・29年度にかけて行われた山科本願寺の中֩となる御本寺内の調査（16～21・23次調査）の

北側にあたり，「御本寺」の北辺にあたる。また南隣接地には，「京都を࠼る建物や庭園」に認定（᷄

１�047号）されている浄土真फ本願寺西फ寺のஇՈ૯代であるԞ田Ոの住宅が現存している。Ԟ

田Ոは敷地の北と西を土ྥに囲まれており，土ྥを取り込Μͩ主庭園とכ෪の主をはじめ上ノ

蔵，下ノ蔵，正面には土ญを८らせた重厚な長門を備えている（図13）。建物の主部の建築年代

は元15年（1702）とされている。23次調査では現存する土ྥの地ܗଌྔͱ断面؍Λ͍ߦɼ土

塁ͷݱ状هͱ構ஙํ๏Λ֬ೝͨ͠１）ɻࠓճͷ24次調査では，23次調査に引き続き土ྥの༷相を

明らかにするため，土塁北ଆͷ及び外南ݞの確認を想定し，調査区Λઃఆͨ͠ɻͳ͓ɼ同調査

地北隣接地で行われた試掘調査（表１�25）では，土ྥ外の北ݞが確認されており，今回の調査

成果とあわせて土ྥの規模を明らかにできるものと想定した。調査ྩݩ12݄９から1��

·Ͱ࣮͠ࢪɼ調査面ੵ3�ᶷͰ͋Δɻ

25次調査ɼಉ区西山֊町44で実施した範囲確認調査である。ର地はற車場として利用さ

れており，周囲の隣接道路より一段高い地形が残っている。この場所は，現在の御影堂推定地であ

ਤ１　֤調査地Ґஔਤ（1ɿ5���）

100̼̌

寺

：残存土塁

：堀・河川

：道路
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り２），この想定範囲での発掘調査は今回が初となる。調査ྩ２６݄１から3�·Ͱ࣮ࢪ

͠ɼ調査面ੵ�4ᶷͰ͋Δɻ

ͳ͓྆調査ͱอଘΛ前ఏͱͨ֬͠ೝ調査Ͱ͋Δ͜ͱからɼ遺構ͷ掘ຒظ࣌ੑ֨Λղ໌

͢ΔͨΊͷ࠷ݶʹͱͲΊɼຒΊ͠ͷࡍʹ土೯ෆ৫ͳͲͰ遺構面Λอ͍ͯ͠ޢΔɻ

２．Ҩ　跡
（１）地ཧతڥͱྺ࢙తڥ

ɹ山科本願寺跡は，山科ຍ地の中央やや西دりに位置し，山科川，࢛ノ宮川，Ի羽川，安寺川な

どにより形成されたઔ状地のઌ端にあたり，周囲より標高が高く，ൺֱ的安定した地൫を形成して

いる。遺跡の北側には京と東国を結ぶ旧東ւ道があり，また東ւ道から分岐するಸ良街道やौ୩街

道が通る交通の要িであった。遺跡の東を限る山科川はޣ，地蔵をܦてڊໆ池に流れ込Έ，桂

川・Ӊ治川・木津川と合流しཎ川となって大ࡕまで通じており，山科本願寺は，水運の面から見

ても利ศ性の高い立地にあったと考えられる。
ɹ山科本願寺は，文明10年（1478）に浄土真फ中ڵの・蓮上人によって造営が開始された寺

院である。文明12年（1480）には「御影堂」の౩上，翌13年には「阿弥陀堂」の౩上が行われ，

文明15年（1483）までに「向所」「寝殿」などを含めた主要堂ࣷがἧったと考えられる。寺域は

主要堂ࣷのある「御本寺」を中心に，༗力末寺のࣷが置かれた「内寺内」，門ెのډ住区などが

ある「外寺内」が広がる３つのֲで構成され，要所には「折れ」を設け，それぞれのֲを土ྥと

で囲Έ，自વ河川を利用して防御施設とした城࠹都ࢢでもあった。その範囲は南北約１Lm，東

西約0.8Lmにおよぶ。また延徳元年（1489）には，山科本願寺から東へ約１Lmの場所に蓮のӅ

所である山科本願寺南殿が造営された。蓮は明応8年（1499）に南殿でしている。京が応仁ډ

の乱でߥഇし混乱が残るなか，山科本願寺は大いにൟ栄するが，天文元年（1532），法華फを中心

として，管領細川元の配下，近江क護৬角定頼などの連合܉による攻ܸにより焼亡した。豊臣

秀吉の໋により山科に寺領を回復したが，本願寺が山科に戻ることはなかった。現在は遺跡の中心

部を国道1号線と東ւ道新װ線が東西に通り，それに沿ってࢢ街地化がਐΜでおり，国道１号線を

の一部が山科本願寺の痕跡として，わずかに残るのΈである。そのうΜͩ北側と南側で土ྥやڬ

ち，山科中央ެ園内に残る「内寺内」と「外寺内」を限る土ྥと南殿跡が平成14年に「山科本願

寺南殿跡ෟ山科本願寺土ྥ跡」として国࢙跡に指定されている。平成28年にはこれまでの発掘調

査成果を基に，「御本寺」と呼ばれる本願寺のफ主ۭ間の南側にあたる範囲を加指定し，「山科本

願寺跡及び南殿跡」に名শ変ߋした。

ԟͷ調査（ਤ９・ද１）ط（２）
山科本願寺跡では，今回の調査を含めて25次の発掘調査に加え，多数の試掘調査，立ձ調査が

行われており，山科本願寺に関わる整地土や遺構が見つかっている（図12・表１）。
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ਤ２　24次　ॏػ掘෩景（南西から）

ਤ４　24次　ଌྔ෩景（東から）

ਤ３　24次　ຒΊ͠෩景（北から）

ਤ５　24次　ࣸਅࡱӨ෩景（北西から）

ਤ６　25次　調査前෩景（南から） ਤ７　25次　ॏػ掘෩景（東から）
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今回の調査地周辺では，山科本願寺跡２・11～14・16～18・20・21次の調査が実施されてい

る。２次調査では，石室や石溝，礎石など，11・12次調査ではफ主ۭ間の南西部で南北方向の

土ྥ基底部と石暗13，ڎ次調査では，土ྥの際で泉状遺構や石溝からなる庭園遺構や小規模

な，土取݀など，14次調査では池や石敷きからなる庭園遺構や礎石列などが確認されている。ま

た14次調査では遺構埋土や遺構を෴う焼土層から多量の༌入ಃ࣓器や堆黒・ࣘֆなどの高ܳ࣫ڃ

品が出土している。16・17次調査では通路状遺構，柱列，集石遺構，石溝群，土ྥ۶曲部，

埋ೲ遺構，また同敷地内の18次調査では石井戸，風࿊関連遺構群，ญ，土ྥなどが確認されて

いる。20・21次調査ではफ主ۭ間の中央部で南北方向の土ྥ基底部と整地土のほか，建物や山科

本願寺期の現存土ྥ構築以前にḪる可能性のあるが確認されている。

以上のように，調査地周辺では山科本願寺「御本寺」に関連する遺構が多数検出され，建物のີ

度の高さや庭・風࿊遺構などから，調査地の南側一ଳがफ主一族のډ住ۭ間および本願寺の実務

ۭ間にあたると想定されている。そしてその東側に阿弥陀堂や御影堂などの主要堂ࣷが位置する

と推測されている。このଞ，「御本寺」を囲む土ྥについても調査がਐめられている。７次調査の

ように土ྥ構築と整地が同時に行われていることが確認されているՕ所もあるが，11・12・17・

20・21次調査のように整地後に土ྥが築かれていることが確認されている。またこれらの調査成

果により，現在複ࡶな折れをもつや土ྥで囲まれる山科本願寺は建当初にはその࢟ではなく，

いくつかの変遷をܦて形成されたことが明らかになるなど，新たな知見がಘられている（表１）。

ਤ８　25次　調査෩景（南東から） ਤ９　25次　ࣸਅࡱӨ෩景（東から）

ਤ1�　25次　ଌྔ෩景（南から） ਤ11　25次　ຒΊ͠෩景（北東から）
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本寺ޚ

ఆྥࢦ࢙ࠃ

䠌 100ｍ

図●　山科本願寺跡主要周辺調査位置図（１：4,000）
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ਤ12　ओཁ調査Ґஔਤ（１ɿ4���）
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所在地：山科区 調査期間 方法 概　要 文献

1 新幹線立会 西野左義長町・山階町・離宮町
1962.8.9〜
11.11

立会
南北方向の石組溝，暗渠，南北方向の
土塁

1

2 西野阿芸沢町・山階町・離宮町
1973.5.21〜
8.4

発掘
建物・鍛冶場，石垣，柵，南北方向の
堀・土塁

2

3 西野山階町
1974.10.9.〜
11.3

発掘 石組溝，石室，庭園の一部 2

4 ３次調査(76RT-YG001) 西野今屋敷町９（安祥寺中学校)
1976.11.17〜
11.30

発掘 旧耕作土層 3

5 ４次調査(76RT-YG002) 西野大手洗町20（山階小学校）
1977.2.14〜
3.5

発掘 江戸時代以降の落込み 4

6 ５次調査(76RT-JN001) 西野阿芸沢町（山科中央公園）
1978.10.30〜
11.13

発掘 撹乱のみ 5

7 下水立会(83RT-SW061) 西野左義長町・東野舞台町ほか
1984.3.6〜
11.17

立会 東西および南北方向の堀，土坑群 6

8 下水立会(85RT-SW054) 西野大手洗町・今屋敷町ほか
1986.4.1.〜
1987.5.16

立会 南北方向の堀と土塁，土坑 7

9 (86BB-RT0109) 西野山階町12
1987.1.27〜
1.30

立会 東西方向の石組溝 8

10 (88BB-RT005) 西野山階町29
1988.5.30〜
6.2

立会

東西方向の石組溝

9

11 (89BB-RT021) 西野山階町29
1989.10.2〜
10.14

試掘

東西方向の石組溝

10

12 (91RT-AH001) 西野大手洗町20（山階小学校）
1991.8.2〜
10.18

試掘 土塁と堀の屈曲部 11

13 ６次調査(96RT-HG001) 西野左義長町16ほか
1997.4.20〜
7.10

発掘
東西および南北方向の堀，東西方向の
土塁，暗渠，建物，井戸

12

14 ７次調査(97RT-HG002) 西野左義長町23
1997.7.16〜
9.18

発掘
鉤型に曲がる土塁と堀，建物，井戸，
鍛冶場

13

15 ８次調査(98RT-HG003) 西野左義長町23-1，23-4
1998.8.17〜
11.9

発掘 南北方向の堀と土塁，暗渠 14

16 (センターNo.60) 西野左義長町19-1ほか 1999.10.28 試掘 南北方向の土塁を測量 15

17 ９次調査(00RT-HG004) 西野左義長町19-1ほか
2000.5.10〜
6.30

発掘 建物，溝，暗渠，土塁基底部 16

18 10次調査(04RT-HG006) 西野左義長町13-2
2005.1.17〜
3.18

発掘 東西および南北方向の堀，塀，柵 17

19 11次調査(04RT-HG007) 西野山階町30
2005.3.1〜
3.15

発掘 土塁基底部の構築状況を調査 17

20 12次調査(05RT-HG008) 西野山階町30
2005.5.11〜
5.25

発掘 18

21 13次調査(05RT-HG009) 西野山階町30
2005.5.30〜
7.2

発掘
土塁屈曲部，泉状遺構，炉，土取穴，
暗渠

17

22 14次調査(05RT-HG010) 西野山階町28-5，28-6
2005.11.11〜
12.16

発掘
焼成土坑，庭園遺構，柱列，
多量の輸入陶磁器，ガラス玉出土

17

23 (保護課№05S208) 西野広見町31-1ほか 2005.9.20 試掘 御本寺西側を限る堀の西肩口 19

24 15次調査 西野左義長町25-4ほか
2006.7.31〜
9.15

発掘
御本寺南側を限る堀状の落込，
土坑，井戸，溝，柱穴

20

25 (保護課№07S274、275) 西野広見町5-7，5-10 2007.9.25 試掘 御本寺北側を限る堀の北肩部 21

26 (保護課№08S103) 西野山階町11-5ほか 2008.9.1 試掘 GL-0.4mで整地層を確認 22

27 16次調査(10RT-HG012) 西野山階町30-1ほか
2011.1.11〜
3.11

発掘 整地面，焼土の堆積，通路状遺構 23

28 17次調査(11RT-HG013) 西野山階町30-1ほか
2011.7.21〜
9.30

発掘 整地面，石組溝，土塁など 23

24

25

土塁内側斜面と暗渠

No.

29

30

31

18次調査(12RT-HG014)

19次調査(13RT-HG016)

20次調査(13RT-HG017)

西野山階町30-1ほか

西野山階町35ほか

東野舞台町20，20-4

2012.7.17〜
10.4

2013.10.28〜
11.25

2014.1.20〜
2.7

発掘

発掘

発掘

石組井戸，風呂関連遺構群，塀状遺構，
土塁など

中世の盛土または整地土，平安時代
中期の建物，溝，土坑など

整地土，土塁裾部

次数・調査名(調査記号)

２次調査

１次調査

32 21次調査(14A001） 西野山階町35ほか
2014.7.22～
9.30

発掘 整地面，土塁，堀，溝，柱穴など

33

34

22次調査(14S612）

23次調査(18A007）

西野離宮町40

西野山階町37-2，37-3

2015.7.30～
9.18

2018.12.3～
12.27

発掘

発掘 29

26

27

28建物，埋甕，土坑などの酒造遺構，堀

整地土，柵，土坑など，土塁地形測量
及び断面観察

35 24次調査(19A008） 西野山階町36-2，38-1，51 2019.12.9～
12.19

発掘 本報告土塁の形状と基底部の構築状況を調査

36 25次調査(20A001） 西野山階町44 2020.6.1～
6.30

発掘 本報告土坑，井戸，整地土など

ද１　近ྡ調査ྫࣄҰཡ（ਤ１ʹରԠ）
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文献Ұཡ（ද１の文献൪߸ͱҰக）

̍� ਿࢁ৴ࡾɾఅࡾܓʮ��ɽࢁՊຊࣉئʯh ౦ւಓ৽װઢ૿ઃࣄʹ͏ຒଂจԽ۷ൃࡒௐࠪใࠂʱ

ຊࠃ༗మಓɼ19�5ɻ

̎� Ԭాอྑɾ࡚ҰࢤʮࢁՊࣉொͷҨௐࠪͱͦͷ෮ݪʯh ʱୈ̔ूɼࠂใڀݚຽଏത࢙ؗྺཱࠃ

19�5ɻ

̏� ʮࢁՊຊࣉئ̍ʯh ত51ɹژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁ ɹɦஂࡒ๏ਓژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ

�00�ɻ

̐� ʮࢁՊຊࣉئ̎ʯh ত51ɹژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁʱஂࡒ๏ਓژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ

�00�ɻ
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�011ɻ
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ਤ13　ԞాՈॅͱ23・24次調査（１ɿ5��）
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ද２　遺構֓ཁද（24次）

山科本願寺期

江戸時代～近代 土塁外濠

土塁構築土

３．Ҩ　ߏ

本調査は，Ԟ田Ո北側の現存土ྥ外側部分（24次調査区）と東側のற車場（25次調査区）であ

る。今回の調査ىҼ上，কདྷ的な再検ূのため遺構は完掘はせず半ࡋや断ׂりにとどめたものが多

い。そのため規模や深さは，確認できた範囲の値である。以下，主要遺構について報告する。

（１）24次調査（土塁北ଆ）

ɹ23次調査では，現存する東西方向の土ྥにରして設けられた南北方向の切通しを利用し，࿐出部

分の土層؍を行った。その結果，土ྥは֓Ͷ粘質シルトや粘質土に小礫が混じる土で構成されて

いる。֩となる堆積を主に，֓Ͷ北から南へと積まれており，土ྥの内側へ向かって斜め積Έされ

ている༷子が明らかになった。今回の24次調査ではこの土ྥ断面に続いて，土ྥ北側の部から

を確認するため，切通しに続く形で調査区（１区）を設けた。なお，１区の補調査としگの状

て，土ྥ部分の一部を֦ுし，平面確認を行った（２区）。また，現存土ྥ西側の形状のѲと

2007年の試掘調査成果を基に土ྥ外の規模を推定するための調査区（３区）を設けた。

̍ɾ̎۠（土塁）

ɹࡢ年断面調査を行った土ྥ部分から，土ྥ北側に想定している外の状گを確認するために設

定した調査区である。

ɹ基本層序は，表土，近代盛土（図15�１），近代盛土以前の旧表土（図15�６），切通し形成時に積

まれた土ྥ崩落土１・２（図15�７～16），土ྥ崩落土３（図15�17～21）及び土ྥ崩落土４（図

15�22～24），土ྥ構築土（図15�25～30），地山（図15�31～40）となる。

ɹ遺構は，近代盛土以前の旧表土上面（第１面）と土ྥ崩落土１・２を除去後（第２面）に検出を

行った。第１面では，調査区の中央に既存切通しから続く当初の切通しが埋まった痕跡を確認し

た。切通しの掘削は土ྥ側では，構築土をӽえ地山（41.1ｍ）にまで達し，調査区中央部（40.2

ｍ）まで確認できた（図15）。第２面は，土ྥ崩落土１・２を除去し，崩落土３・４と土ྥ構築土

を切り出した地山の形状を確認した。調査中に，崩落土３・４を除去し，土ྥ存続時の形状を確認

した。崩落土３は，その断面形状から埋土の可能性があるものの，ややకまりのない小～中礫を

多く含むにぶいԫ色粘質土や灰ԫ色粘質土，その下はやや粘性のある灰ԫ色シルトとなる。今回確

認した埋土では，明確に水していた痕跡は確認できなかった。しかし最下層でやや粘性のある

灰ԫ色シルトが確認できたことから，この層以下で水の༷子が確認できる可能性がある。
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ɹ土ྥ部分にあたる調査区の南端では，表土の下，(-�0.3ｍで灰ԫ色シルトやにぶいԫ色シルト

などの土ྥ構築土，�0.6ｍで灰白～୶ԫ色の礫の地山を確認している。土ྥ部分では，地山の凹

部分に構築土（図15�29・30）をॆరし，地山とほぼ水平になった高さから，構築土をほぼ水平に

積Μでいること（図15�25～28）を確認した。また今回確認した東壁では土ྥ構築土が確認でき

るががፘられるような形状をしている。西壁では崩落土下は地山となり構築土は確認できてお

らず，༷相が大きくҟなる。このため１区の東側の土ྥ部分を֦ுし，平面確認を行った（２

区）。結果，東壁の༷相と同じく，土ྥ部分がፘられている状گが確認できたため，土ྥ部分

は形成後，Կらかのਁ৯を受けたと考えられる。

ɹ土ྥ構築土下で確認した灰白～୶ԫ色の礫や小礫を多く含むԫ色シルトやにぶいԫ色粘質土に

ついては，地山であるか明確に判別するため，断ちׂり調査を行った。層序は上から下へ，小礫～

礫，కまりのあるシルト，小礫と粘質土，礫と粘質土，シルトになる。కまりのあるシルトの上面

には５～15ᶲの凹ತが見受けられ，上位層の礫が入り込Μでいたことから，礫堆積時のਁ৯の痕

と考えられる。この礫については，石ཻの堆積方向から大きく４層に区分でき，それぞれの石面は

֓Ͷἧっている。この礫層自体は流れのڧい河川堆積の結果と考えられる。この地は土ྥ形成以前

にも礫が厚く堆積するほどのڧい流れがあったと考えられることから，土ྥ部分が北東から西

に向かって大きくፘられている要Ҽも，Կらかのڧい流れによるものの可能性がある。

̏۠（土塁外濠）

土ྥ部から想定部分にかけて，土ྥの形状を確認するために設定した調査区である。土ྥ部

分は，厚さ0.1～0.25ｍの表土直下で，土ྥ構築土を確認した。当該区は，形状Ѳが主目的のҝ，

土ྥ構築土の掘削は行っていない。また土ྥから想定部分については，表土，現代盛土の下，

(-�2.4ｍ（38.4ｍ）で鉄分着のある灰オリーϒ色粘質シルト，�2.5ｍ（38.3ｍ）で灰オリーϒ

色粘質シルト，�3.0ｍ（37.8ｍ）で細砂が混じる灰オリーϒ色粘質シルトを確認し，�3.18ｍ

（37.65ｍ）まで同層を確認した。安全管理上ので，これ以上の掘削を取りやめた。部分で

は旧表土が途切れ，鉄分着のある灰オリーϒ色粘質シルトとなる。東壁断面では南端に木ߌの痕

跡が確認できた。護岸のためのߌの可能性がある。土ྥを確認するため，一部断ちׂりを行った

結果，40.85ｍ以上ではకまりのあるԫ色シルトの土ྥ構築土，40.85ｍ以下はにぶいԫ色粘質土

やシルトの地山を確認した。またこの構築土と地山が確認できたՕ所の斜はきつく，平面でも

斜角度の変化点を41.05ｍ地点で確認できる。この変化点が土ྥとのڥと考えられる。今回の土

ྥ頭部は47.6ｍ，土ྥは41.05ｍとすれば，土ྥ高は6.55ｍである。また今回，の底まで

確認することはできなかったが，は深さ3.4ｍ以上であり，土ྥ頭部から現状確認した底ま

でのൺ高は9.95ｍ以上となる。土ྥ構築土の斜は35度である。土ྥ南斜面であるԞ田Ո庭側の

土ྥは後世の作庭の影響で，段造成されており，やや土ྥの形状が崩れている。頭部には幅2.3

ｍほどの人が行き交うことが可能な広さの平ୱ面が確認できる。

ɹ平成19年度に行った試掘調査３）では，土ྥの外北ݞを検出している。土ྥの外北ݞは地山

上面に堆積するແ遺物の灰オリーϒట砂を切り込Μで形成されている。今回，当時の,#.に標高



－126－

をあたえた。今回の調査成果とצҊすると，検出高は41.0ｍで，またの想定幅は11.4ｍと考え

られる（図18）。ઌに想定した土ྥとのڥと考えられる変化点の標高は41.05ｍであり，試掘調

査で検出したの検出高と近しい値を示すことからも，断面，平面で確認できた斜角度の変化点

は，土ྥとのڥであるといえる。

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

24
࣍

ௐ
ࠪ

23
࣍

ௐ
ࠪ

/
4

２
̼

̌

̌
10
̼

9�
�1

12
�

6�
9�

�1
12

�
�6

��

������

����

������

��

����

��

��
��

��

��

��

����

��

��

��

��
��

��

����

��

̔

̕

̓

̒

̒
��

�

ද


6
ࣈ
ߔ

6
ࣈ
ߔ
۷
ํ

9�
�1

12
�

64
9�

�1
12

�
6�

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

��

��

ਤ
15
　
１
区
東
壁
断
面
ਤ
（
１
ɿ
5�
）
及
び
土
塁
東
壁
断
面

ࣜ
ਤ
（
1ɿ
3�
�）



－127－

����������̔
̕

̓̒�

ද


)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

8
&

Y�
�1

�
42

4
Y�

�1
�

42
3

̌
̎
̼

���� ��

��
��

�� ��
��

��

��

̎ ̏

̐

̑

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

8
&

Y�
�1

�
42

3
Y�

�1
�

42
2

42
.0

̼

41
.0

̼

9�
�1

12
�

�0
9�

�1
12

�
6�

4
/

ද


６ 10

2�

2�

2�

１
　

5Y
�/

6
黄

色
粘

土
【

ۙ



土

】
２

　
5Y

5/
1

灰
色

粘
質

土
【


௨

し
埋


土

】
３

　
5Y

�/
4

ઙ
黄

色
粘

質
土

【


௨
し

埋


土
】

４
　

5Y
5/

2
灰

Φ
Ϧ

ʔ
ブ

粘
質

土
【


௨

し
埋


土

】
５

　
5Y

6/
2

灰
Φ

Ϧ
ʔ

ブ
粘

質
土

【


௨
し

埋


土
】

６
　

2.
5Y

4/
2

暗
灰

黄
色

粘
質

土
（

３
ᶲ

େ
の

礫
少

量
ؚ

Ή
）【

چ
ද

土
】

̓
　

2.
5Y

5/
2

暗
灰

黄
色

粘
質

土
（

খ
礫

Θ
ͣ

͔
に

ؚ
Ή

）【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

１
】

̔
　

2.
5Y

4/
2

暗
灰

黄
色

シ
ル

ト
（

炭
化

物
・

細
砂

ؚ
Ή

）【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

１
】

̕
　

2.
5Y

4/
1

黄
灰

色
シ

ル
ト

（
మ




ண
͋

り
）【

土
ྥ

ߏ
ங

土
の

่
མ

土
１

】
10

　
2.

5Y
5/

3
黄

褐
色

粘
質

土
（

খ
礫

多
͘

ؚ
Ή

・
遺

物
༗

）【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

２
】

11
　

2.
5Y

�/
4

ઙ
黄

色
シ

ル
ト

ま
じ

り
粘

質
土

【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

２
】

12
　

2.
5Y

6/
2

灰
黄

色
粘

質
土

（
খ

礫
多

͘
ؚ

Ή
）【

土
ྥ

ߏ
ங

土
の

่
མ

土
２

】
13

　
2.

5Y
6/

2
灰

黄
色

粘
質

土
（

খ
礫

多
͘

ؚ
Ή

）【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

２
】

14
　

2.
5Y

6/
3

に
Ϳ

い
黄

色
粘

質
土

（
খ

礫
多

͘
ؚ

Ή
・




క
ま

り
ͳ

し
）【

土
ྥ

ߏ
ங

土
の

่
མ

土
２

】
15

　
2.

5Y
6/

3
に

Ϳ
い

黄
色

粘
質

土
（

খ
礫

～
த

礫
多

͘
ؚ

Ή
・




క
ま

り
ͳ

し
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

２
】

16
　

2.
5Y

6/
3

に
Ϳ

い
黄

色
粘

質
土

（
খ

礫
～

த
礫

多
͘

ؚ
Ή

・



క

ま
り

ͳ
し

・
遺

物
༗

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　【

土
ྥ

ߏ
ங

土
の

่
མ

土
２

】
1�

　
2.

5Y
6/

3
に

Ϳ
い

黄
色

粘
質

土
（

খ
礫

～
த

礫
多

͘
ؚ

Ή
・




క
ま

り
ͳ

し
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

３
】

1�
　

2.
5Y

6/
3

に
Ϳ

い
黄

色
粘

質
土

（
খ

礫
少

し
ؚ

Ή
）【

土
ྥ

ߏ
ங

土
の

่
མ

土
３

】
1�

　
2.

5Y
6/

2
灰

黄
色

粘
質

土
（

炭
化

物
少

し
ؚ

Ή
・

遺
物

͋
り

）【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

３
】

20
　

2.
5Y

6/
2

灰
黄

色
粘

質
土

（
খ

礫
入

る
）【

土
ྥ

ߏ
ங

土
の

่
མ

土
３

】
21

　
2.

5Y
6/

2
灰

黄
色

シ
ル

ト
（

粘
質

ੑ



͋

り
）【

土
ྥ

ߏ
ங

土
の

่
མ

土
３

】
22

　
2.

5Y
4/

3
Φ

Ϧ
ʔ

ブ
褐

色
粘

質
土

【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

４
】

23
　

2.
5Y

�/
4

ઙ
黄

色
シ

ル
ト

（



క

ま
り

ͳ
し

）【
土

ྥ
ߏ

ங
土

の
่

མ
土

４
】

24
　

2.
5Y

�/
2

灰
黄

色
粘

質
土

（
খ

礫
～

த
礫

ؚ
Ή

・



క

ま
り

ͳ
し

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　【

土
ྥ

ߏ
ங

土
の

่
མ

土
４

】
25

　
2.

5Y
6/

2
灰

黄
色

シ
ル

ト
【

土
ྥ

ߏ
ங

土
】

26
　

2.
5Y

6/
3

に
Ϳ

い
黄

色
シ

ル
ト

【
土

ྥ
ߏ

ங
土

】
2�

　
2.

5Y
5/

2
暗

灰
黄

色
シ

ル
ト

【
土

ྥ
ߏ

ங
土

】
2�

　
2.

5Y
6/

4
に

Ϳ
い

黄
色

～
�/

6
໌

黄
褐

色
シ

ル
ト

（
క

ま
り

͋
り

）【
土

ྥ
ߏ

ங
土

】
2�

　
2.

5Y
6/

4
に

Ϳ
い

黄
色

～
�/

6
໌

黄
褐

色
粘

質
土

（
খ

礫
多

͘
ؚ

Ή
）【

土
ྥ

ߏ
ங

土
】

30
　

2.
5Y

6/
3

に
Ϳ

い
黄

色
粘

質
土

（
খ

礫
多

͘
ؚ

Ή
）【

土
ྥ

ߏ
ங

土
】

31
　

2.
5Y

�/
2

灰
ന

色
～

�/
3

୶
黄

色
礫

【


ࢁ
】

32
　

2.
5Y

�/
2

灰
ന

色
～

�/
3

୶
黄

色
礫

【


ࢁ
】

33
　

2.
5Y

�/
2

灰
ന

色
～

�/
3

୶
黄

色
礫

【


ࢁ
】

34
　

2.
5Y

�/
2

灰
ന

色
～

�/
3

୶
黄

色
礫

【


ࢁ
】

35
　

2.
5Y

�/
6

黄
色

シ
ル

ト
（

క
ま

り
༗

）【


ࢁ
】

36
　

2.
5Y

6/
3

に
Ϳ

い
黄

色
粘

質
土

（
খ

礫
多

͘
ؚ

Ή
）【


ࢁ

】
3�

　
2.

5Y
6/

3
に

Ϳ
い

黄
色

粘
質

土
（

খ
礫

多
͘

ؚ
Ή

）【


ࢁ
】

3�
　

2.
5Y

�/
6

໌
黄

褐
色

シ
ル

ト
（

క
ま

り
͋

り
）【


ࢁ

】
3�

　
2.

5Y
6/

3
に

Ϳ
い

黄
色

粘
質

土
（

খ
礫

多
͘

ؚ
Ή

）【


ࢁ
】

40
　

2.
5Y

6/
2

灰
黄

色
シ

ル
ト

【


ࢁ
】

１
۠


น

１
۠

ೆ
น

２
۠

౦
น

ਤ
1�
　
１
区
北
壁
・
南
壁
断
面
ਤ
ɼ
２
区
東
壁
断
面
ਤ
（
１
ɿ
5�
）



－128－

�

�

�

�
�

�

�
ද


چ
ද


چ
ද


ݱ




奥 田 家 側

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

9�
�1

12
�

6�
9�

�1
12

�
�2

9�
�1

12
�

�0
9�

�1
12

�
�6

/

4

̌
５
̼

̍
　
��
�:
��
�ԫ
৭
γ
ϧ
τʢ


క
·
Γ
͋
Γ
ʣ̡

ྥ
ߏ
ங

ʳ

̎
　
�:
��
�փ
Φ
Ϧ
ʔ
ϒ
৭
೪
࣭
γ
ϧ
τʢ
ࡉ
࠭
গ
͠
ೖ
Δ
ɾ
మ


ண
͋
Γ
ʣ̡

ຒ

ʳ

̏
　
�:
��
�փ
Φ
Ϧ
ʔ
ϒ
৭
೪
࣭
γ
ϧ
τʢ
ς
Ο
ʔ
Χ
ο
ϓ
͋
Γ
ʣ̡

ຒ

ʳ

̐
　
�:
��
�փ
Φ
Ϧ
ʔ
ϒ
৭
೪
࣭
γ
ϧ
τʢ
೪
ੑ
ڧ
ɾ͍
ࡉ
࠭
গ
͠
ೖ
Δ
ʣ̡

ຒ

ʳ

̑
　
ߌ
ࠟ


̒
　
��
�:
��
�ʹ
Ϳ
͍
ԫ
৭
೪
࣭
ʢ
খ

ೖ
Δ
ɾ
Լ
ʹ
ߦ
́͘
Ͳ

ࠞ
͡
Β
ͣ
ʣ̡

ࢁ
ʳ

̓
　
��
�:
��
�ʹ
Ϳ
͍
ԫ
৭
γ
ϧ
τʢ
క
·
Γ
͋
Γ
ʣ̡

ࢁ
ʳ

ਤ
17
　
３
区
東
壁
断
面
ਤ
（
１
ɿ
1�
�）



－129－

ਤ
18
　
24
次
調
査
ͱ
̝
1�


ࢼ
掘
調
査
ͷ
߹

ਤ
（
１
ɿ
2�
�）

̌
５
̼,#

.
ʶ

0

˞
�,
#.
ʹ
��
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N



ੴ


Ҫ
ށ

ૅ
ੴ

)1
�


度

ࢼ
۷

ௐ
ࠪ




ఆ
ൣ

ғ




ఆ
ൣ

ғ

9�
�1

12
�

�0
9�

�1
12

�
��

:�
��
�
��
�

9�
��
��
�
��

9�
��
��
�
��

4
4

24
࣍

ௐ
ࠪ

３
۠

ද


ݱ




奥 田 家 側
)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
��
��
�N

)
�
��
��
N

)
��
��
�N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

)
�
��
��
N

4
/

ݱ









ఆ
ൣ

ғ

4
44



－130－

（２）25次調査（ޚӨಊ）

ɹ今回の調査は，御本寺内北側に想定している御影堂の状گを確認するために行った。御影堂想定

範囲内での初の発掘調査となる。想定では，御影堂の東辺中央部にあたる。

ɹ基本層序は，アスϑΝルト・現代盛土，旧耕土やচ土の下，厚さ0.2～0.5ｍの近世包含層をڬ

Έ，(-�0.8ｍで黒褐色粘質土や灰ԫ褐色粘質土の整地土，�1.8ｍでઙԫ色シルトの地山に至る。た

ͩし整地土は調査の北半のΈに広がっており，調査区の南側では確認できず，近世包含層の下，

(-�0.9ｍで灰白色砂礫やઙԫ色シルトの地山に至る。

ɹ遺構検出はまず整地土上面で行い，その後，北側に広がる整地土下の༷相を確認するため，一部

地山まで断ちׂりを行い，地山上面で遺構検出を行った。整地土上面では土を４基，地山上面で

は井戸を１基確認した。以下に遺構の֓要を述べる。

SK８・９・10・11

調査区北部で検出した土である。土10～８は直径0.5～0.6ｍで，深さ0.05～0.15ｍであ

る。埋土は上下ೋ層に区分でき，上層は暗褐色細砂混じり粘質土，下層は暗褐色細砂混じり粘質

土である。ともに焼土と小礫がগ量含まれる。土８からはમが１ຕ出土した。土11は東西

1.0ｍ，南北0.7ｍの楕円形で，深さ0.4ｍである。埋土は暗褐色粘質土である。上面には暗褐色

細砂混じり粘質土がわずかに認められる。

整地土

ɹ調査区の北側に広がる整地土の南ݞを確認した。南から北へ向かう堆積で，֓Ͷ３～４層に区分

できる。上部になるほどݻくకまる。遺物は含まれるが，大半が小片である。調査区の西端，中央，

断ちׂり内にあたる東側の３ϲ所で南ݞ部の断面؍を行ったが，地山にରし؇やかな斜を確認

したՕ所と掘り込むような急斜のՕ所があり，礫や砂質のڧい地山部分が؇やかな斜で，シル

トの地山部分が急斜である向がある。

SE17

整地土の༷相確認のために設定した断ちׂり内で検出したૉ掘りの井戸である。全体が整地土に

より෴われており，整地土除去後，地山上面で検出した。検出径は3.0ｍ，深さは2.5ｍまで掘りਐ

めたが，安全を考ྀし，これ以上の掘削は断೦した。たͩϘーリンάステッキにて下層を確認した

とこΖ，１ｍ以上が埋土であることが分かり，井戸の深さは3.5ｍ以上と考えられる。埋土は上下

ೋ層に区分でき，上層は灰ԫ褐色粘質土や褐灰色粘質土，下層は地山ϒϩッΫがগ量混じる灰ԫ褐

色粘質土が主体となり，いずれにも小礫が多く混じる。上層は層厚が0.2～0.3ｍほどでకまりがあ

り，下層は層厚が0.5ｍほどで，特に砂礫が多く，కまりがない。埋土は整地土とྨࣅした堆積土

であり，出土遺物に大きな時間差が認められないことから，ഇغ後，すぐに埋め戻しと整地が行わ

れたと考えられる。
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井戸17，整地土

土坑８・９・10・11
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̐．Ҩ　

（１）24次調査（ਤ23・ද４）

　出土遺物ͷଟ͘濠ΛຒΊ立ͯͨࡍͷ近土からΧϧϐε

ڇೕͷළɼςΟʔΧοϓͳͲ͕出土͍ͯ͠Δɻ͜ ͷଞɼ่ Εͨ土

塁構ங土த（ਤ７-３層）からͷ遺物Λ֬ೝͨ͠（ਤ23・ද

４）ɻ１・２土ࡼثࢣɼ３মకಃثᆵͷ底部Ͱ͋Δɻ͍ͣΕ

らΕΔɻ͑ߟଐ͢ΔͱؼʹظยͰ͋Δ͕ɼ1�Aࡉ

（２）25次調査（ਤ24・ද５）
　SK11Λத৺ʹ整ཧശ２ശͷ遺物͕出土ͨ͠ɻେ土ث・ಃ࣓ثͰ͋りɼנͳͲগྔ出土

͍ͯ͠Δɻ·͍ͨͣΕখยͰ͋Δ͕ɼಛʹ遺構ʹͳ͍ɼਤԽͰ͖ͨͷΛத৺ʹड़Δɻ

SK８（１・２）ɹ１は土師器皿の口縁部である。２は治平通宝である。直径2.4ᶲ。ᝰ書体でが

施される。

SK９（３・４）ɹ３・４は土師器皿である。３は口縁部は直線的に立ち上がり，端部は丸くऩめる。

底部内面に口縁部のナデによるかすかな盛り上がりが確認できる。４は口縁部は外し，端部はや

やつまΈ上げる。

SK11（５～33）ɹ５～29は土師器皿である。破片が多く，口径を復元できたものはগない。口径

が復元できたものの中では，大きく小・中・大の３法量にまとまりがあるものの，法量の分化が認

められる。口径は8.2～10.8ᶲの小皿（５～13），11.6～12.2ᶲの中皿（14～16），14.0ᶲの大

皿（17）である。小皿は底部と口縁部のڥが不明ྎで，端部は外ؾຯに開く。端部は丸く仕上げ

るものが多い。中皿と大皿は，底部と口縁部のڥが明ྎで，口縁部は直線的に開く。端部は，ナデ

痕跡が明ྎに残る。このଞ，破片ではあるが，図化できたものは，底部中央を上にԡし上げた「へ

そ皿」と呼ばれるもの（18），口縁端部がややつまΈ上げられるもの（20），直線的に開く口縁端

部（32～33），および底部内面に口縁部のナデによるかすかな盛り上がりが確認できるもの（28・

29）などがある。出土した土師器皿は738点確認できたが，破片が多く，法量推定がࠔなもの

が76ˋをめ，このଞ，判別可能なものとしては，小皿が５ˋ，中皿が7.5�，大皿が11.5�を

める。30はᖷᖻである。31は৴楽焼Ꭼുの底部である。内面に4条一୯位のすり目が施される。

32はમである。1�4ほどしか残存しておらず，も確認できない。33は飾り金۩である。

ਤ23　24次　出土遺物࣮ଌਤ
（１ɿ４）

� �

�

̌ 10DN

ද４　遺物֓ཁද（24次）
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（２・32のΈ）

̌ 10DN

̌ ５DN

ਤ24　25次　出土遺物࣮ଌਤ（１ɿ４ɼ２・32ͷΈ１ɿ２）

ද5　遺物֓ཁද（25次）
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整地土（平面精査時ʣ（34～38）ɹ34～38は土師器皿である。いずれも破片で，口径が分かるも

のはগない。34～37は小皿で，口縁部は外し，端部は丸くऩめる。38は大皿で，底部内面に口

縁部のナデによるかすかな盛り上がりが確認できる。39・40は平瓦片である。ຎ໓はしているも

のの，かΖうじて布目が確認できる。

整地土（11層）（41～43）ɹ41・42は土師器皿である。口径は10.0～10.6ᶲで，ともに小皿であ

る。42は口縁部が外し，端部にナデを施す。底部には放射状のѹ痕が６か所確認できる。口縁

端部にഗが付着しており，౮明皿と考えられる。43は瓦質土器ઙുである。

整地土（12層）ɹ44は土師器皿である。口縁部は直線的に立ち上がり，底部内面に口縁部のナデに

よるかすかな盛り上がりが確認できる。

SE17（45～51）ɹ45～49は上層，50・51は下層から出土した。45～48は土師器皿である。45

の口縁端部にはഗが付着し，౮明皿と考えられる。48の底部内面に口縁部のナデによるかすかな

盛り上がりが確認できる。49は੨࣓，50・51は৴楽焼ḡുである。

͍ͣΕͷ出土遺物1�Aʹؼଐ͢Δͱ͑ߟらΕɼ·ͨ二次মΛड͚ͨࠟܗೝΊらΕͳかͬ

ͨ͜ͱからɼࢁՊຊ͕ࣉئম͖౼ͪʹ͋͏前ͷ༷ࢠΛࣔ͢遺物ͱ͑ߟらΕΔɻͳ͓ɼ໌らかʹ９$

ͱ͑ߟらΕΔ遺物֬ೝͰ͖ͣɼӦॳΛࣔ͢遺物ೝΊらΕͳかͬͨɻ

̑．·�と�Ί

ɹ24次調査では，23次調査に引き続き土ྥ形状や構築の༷子や土ྥ外側のの形状や規模を明

らかにすることができた。また25次調査では御影堂想定地内で初めての発掘調査を行い，山科本

願寺期の土や井戸のほか，北側にඇৗにߗくకまった整地土，南側に安定した地൫を確認した。

土層؍から，4&17はഇઈ直後に埋め戻され，南側の安定した地൫の高さまで整地が行われたと

想定できる。出土した土器の年代から，整地した時期は山科本願寺の焼き౼ち前と考えられ，寺の

ҡ࣋管理の一として，計画的かつ大規模な寺内造成が行われていたことがうかがえる。御影堂

は，本願寺にとって重要な施設であり，山科本願寺の造営直後に建立が始まっている。建て直しの

記述などは認められず，直後に建された建物が焼き౼ちまで存在したといえる。堂の規模は明ら

かではないが，গなくともࣣ間以上で，またこれに見合うような広い外ਞや施設があったとされて

いる４）。今回の調査では，現在御影堂が推定される範囲で井戸と造成土を確認したが，当初目的と

していた御影堂に直接関わる建物の柱跡などは確認できなかった。このほか確認した井戸（4&17）

は，御本寺内で確認した井戸では６ྫ目となり，最も北でかつ，標高の高い場所に位置している５）。

このあたりはઔ状地に位置しているため，これまでの調査でも井戸の深度は３ｍ以上と深く，地下

水位が低い場所である。今回の調査でも深度が3.5ｍ以上と深く，底を確認することはできなかっ

た。このような場所に井戸が配置されていることから，付近に水を必要とする施設が存在したと可

能性が考えられる。調査ର地が現状，御影堂想定地範囲にあたることから，井戸の性֨について

は，今後े分に検౼する必要がある。

（Ԟ井 ஐ子）
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１）「ᶜ　ࢁՊ本ࣉئ跡（23࣍）」『京都市内遺跡ൃ掘調査報告ॻ　令和元年度』京都市文化市民局，2020年。

２）「ᶛ　ࢁՊ本ࣉئ跡　̓ɽ૯ׅ」『京都市内遺跡ൃ掘調査報告ॻ　平成24年度』京都市文化市民局，

2013年。

３） 「ᶚ�4　ࢁՊ本ࣉئ跡　ᶺ88ɾ89」『京都市内遺跡試掘調査報告ॻ　平成19年度』京都市文化市民局，

2008年。

̐） ᓎҪහ༤「第ೋઅ　ࢁՊ本ࣉئのӉಊとそのྨܕ」『ড়ਅफࣉ院のݐங史త研究』法政大ֶग़൛局，

1997年。

̑） はཷҪށのҪج調査のఉԂ関࿈の２࣍は̓ྫ֬ೝͰ͖る。͜の͏ͪ14ྫࣄ内Ͱの報告ࣉঢ়，御本ݱ

とఆされ，༙ਫにୡするҪށは̑ྫとなり，ࠓճが̒ྫとなる。Ҏ下に，北͔らॱにྫࣄの֓

ཁとग़యをࣔす。͜のଞ，15࣍調査（表１�24）の第３トϨϯνにͯ，１̼ܘのૉ掘りҪށが１ج

（Ҫ27ށ），֬ೝされ͍ͯる。ਂさは２̼Ҏ্との͜と。たͩະ報告ࢿ料Ͱ，࣌期なͲৄࡉは໌ら͔

Ͱなく，ࢁՊ本ࣉئ期の遺͔ߏผͰ͖な͍たΊ，ࠓճはআ֎する。

ཁ֓ྫࣄ

　ᶃ18࣍調査4&3020ɿ1�9̼ܘ，ਂさ̼̐Ҏ্。ఈは֬ೝͰ͖ͣ。ੴが֬ೝͰ͖る。ਬࣄ関と推ଌ

される。

　ᶄ18࣍調査4&3080ɿܘ３̼，ਂさ̼̐Ҏ্。ఈは֬ೝͰ͖ͣ。ੴは֬ೝͰ͖ͣ，ൈ͖औられたと

。成ཁૉとされるߏのߏられる。෩࿊関࿈遺͑ߟ

　ᶅ14࣍調査Ҫ27ށɿ一ล１̼のํܗੴҪށ。ਂさは0�7̼とઙく，そ͜に೪がషっ͍ͯた͜と͔

ら，ཷҪと推ଌされ͍ͯる。ఉԂに関࿈するののՄੑがࢦఠされ͍ͯる。

　ᶆ14࣍調査Ҫ10ށɿ一ล１̼のํܗੴҪށ。ਂさ0�5̼とઙく，木が·れ͍ͯたՄੑが͍ߴ。

ཷҪと推ଌされ͍ͯる。ఉԂに関࿈するののՄੑがࢦఠされ͍ͯる。

　ᶇ10࣍調査Ҫ71ށɿ2�8̼ܘのԁܗҪށ。ਂさ３̼Ͱੴの一෦が֬ೝͰ͖た。ੴは΄΅ൈ͖औられ

͍ͯるが，ੴҪށと͑ߟられる。

　ᶈ̒࣍調査Ҫށ　　ɿ２̼ܘのԁܗҪ2۠。ށにͯ֬ೝ。平໘図のΈの報告のたΊ，ৄࡉෆ໌。

　ᶉ̓࣍調査Ҫށ　　ɿਂさ̼̐のੴҪށ。最下にはΈの൘ࡐが֬ೝͰ͖た͜と͔ら，Ҫށఈには

ԁܗの木がਾ͑られ͍ͯたのと͑ߟられ͍ͯる。近地にがఆされ

ͯおり，金ଐ生産に関すると推ଌされ͍ͯる。ఈを֬ೝし͍ͯる。

　出య

ɹᶃɾᶄɿʮࢁՊຊࣉئʯh ɼ�01�ɻہຽࢢจԽࢢژɹฏ�4ʱࠂҨൃ۷ௐࠪใࢢژ

ɹᶅɾᶆɿʮᶝɹࢁՊຊࣉئʢ̐ʣʯhژࢢҨൃ۷ௐࠪใࠂฏ1� ɦژࢢจԽࢢຽہɼ�00�ɻ

ɹᶇɹɹɿʮᶚɹࢁՊຊࣉئʢ̍ʣʯhژࢢҨൃ۷ௐࠪใࠂฏ1� ɦژࢢจԽࢢຽہɼ�00�ɻ

ɹᶈɹɹɿʮࢁՊຊࣉئ̍ʯh ฏ̕ɹژࢢຒଂจԽࡒௐࠪ֓ཁʱஂࡒ๏ਓژࢢຒଂจԽڀݚࡒ

ॴɼ1999ɻ

ɹᶉɹɹɿʮࢁՊຊࣉئ̎ʯh ฏ̕ɹژࢢຒଂจԽ֓ࠪࡒཁʱஂࡒ๏ਓژࢢຒଂจԽڀݚࡒॴɼ

1999ɻ
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Ⅷ　鳥羽離宮跡（156次）

１．調査に至る経緯と経過

（１）調査ʹࢸΔܦҢ
本件は，伏見区竹田浄菩提院町内において実施した発掘調査に係る報告である。調査地は，油小

路通と新城南宮道の交差点の北東に位置する一画で，鳥羽上皇の勅願により建立された北向山不動

院の東区画に相当する（図１）。令和２年11月，この地点に個人住宅兼事務所の建設が計画された

ため，文化財保護法第93条第１項に基づく届出が提出された。当課では，当該地点が重要遺跡で

ある鳥羽離宮跡に該当すること，また周辺の発掘調査成果より遺構・遺物の残存が見込まれること

から本発掘調査が必要であると判断し，国庫補助事業として実施した。

（２）調査ͷܦաͱ調査ํ๏

調査区は，建物予定範囲のうち50㎡を設定した（図２）。調査期間は，令和２年11月９日～19

調査地新城南宮道
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ਤ１　調査Ґஔਤ（１ɿ1����）
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日（うち実働９日間）である。

現地では，現代盛土（解体撹乱土）を重機

で除去した後，それ以下の土層を人力にて掘

削した。人力掘削は，土壁の崩落を回避する

ため，段をつけて深掘した（図３）。

人力掘削では層相の違いにより遺物を分別

採取し，その変化面を遺構面として検出に努

めた。今回検出した遺構面は計３面である。

各遺構面では，全景写真の撮影や検出遺構の

個別写真撮影，平面図の作成，標高値の計測

等の一連の記録作業を行った。

なお今回の調査では，既往の調査成果より

平安時代末期に造営された池の存在が予測さ

れた。このため，掘削は池底までとし，これ

以下の掘削は一部にとどめた。掘削及び記録

作業終了後は埋め戻しを行い，現地調査を終

了した。

ଓ͘整ཧۀ࡞Ͱɼ出土遺物ͷચড়ɼબผ

（ந出）ɼ࣮ଌɼ遺構ਤͷਫ਼査ɼ൛ɼトレʔ

εΛ͍ߦɼใࠂॻͱͯ͠ͷମࡋΛ整͑ͨɻҰ

࿈ͷۀ࡞ɼຊใࠂͷߦץΛͬͯͨྃ͠ɻ

２．位置と環境

（１）遺跡ͷҐஔͱڥ（ਤ１・５）

調査地が立地する伏見区竹田地域は，近世

には竹田村，中世には竹田庄と呼ばれた地域

で，主に東寺の管理下にあった。東には高瀬

川，北西には鴨川が流れており，これらの河川が担う水運と京へ続く竹田街道を利用した陸運の結

節点にあたるため，早くから物流の拠点として栄えてきた。

現在，鴨川の本流は竹田地域の北を流れるが，中世以前は東から南西に向かって流走した後，北

西から南下する桂川に合流していた（図５）。このため鳥羽離宮が営まれた平安時代の当地は，東

西を大河が蛇行する開けた水郷の地であり，狩猟や遊楽の適地であった。

応徳３年（1086）10月，この地に山荘を構えていた藤原季綱がこれを白河天皇に献上したこと

を契機として，離宮の造営が開始された。『扶桑略記』は，その規模を百余町に及ぶ広大なものと

北
向
山
不
動
尊

物ݐըܭ

,#.
　（ۚଐම）

調査۠

̌ 10̼

ਤ３　調査区全景（東から）

ਤ２　調査区ஔਤ（１ɿ4��）

ਤ４　調査区南壁断面（北から）
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記し，諸国への課役によって急が

れた造営はさながら遷都のようで

あると表現する１）。

白河天皇は同年退位し，翌寛治

元年（1087）には実際に鳥羽の地

を訪れた。その後，約70年にわた

り建物の造営は続き，白河上皇の

孫である鳥羽上皇の代に完成，以

後，院御所として使用された。

現在，包蔵地としての鳥羽離宮

跡の範囲は，東を近鉄京都線，北を

名神高速道路，西は現鴨川，南東は

旧鴨川推定岸から府道202号（津知橋通）までである。この範囲内に，朱雀大路の延長にあたる鳥

羽作道，その北楼門から分岐して東へのびる北大路，旧鴨川支流から作道への入口である南楼門等

が設けられた。離宮内には，南殿，北殿，東殿，泉殿，田中殿，馬場殿等の御所が建立され，それ

ぞれ寝殿と付属する御堂，池を伴う庭園のほか，院に仕える貴族達の邸宅等が整備された。

最初に造営された御所は鳥羽作道の終点付近にあり，後に「南殿」と呼ばれる建物群である。そ

の後，承徳２年（1098）に「北殿」が建立された。天仁元年（1108），白河上皇は旧鴨川右岸に

自身の墓所を定めて多宝塔を建立し，周囲を「東殿」とした。白河上皇の後は鳥羽上皇が東殿の造

営を引き継ぎ，御堂である安楽寿院を建立，後に「泉殿」を造営し，白河上皇の陵墓が築かれた。

またその北を「田中殿」として整備し，離宮内では最大規模の御堂となる金剛心院を造営した。

承久３年（1221），南殿を御所とした後鳥羽上皇は，鎌倉幕府の倒幕を図り，承久の乱が勃発す

る。しかし，これが失敗したことにより院の勢力は徐々に衰えを見せる。鳥羽離宮が院御所として

使用された最後の記録は，建長２年（1250）に行われた後嵯峨上皇の北殿遷御であるが，皇室と

幕府の攻防や度重なる風水害，戦禍によって建物は損壊し，離宮は徐々に衰退したものと推測される。

なお東殿の御堂である安楽寿院は，永仁４年（1296）の焼亡，貞治２年（1363）の戦禍，天文

17年（1532）の焼亡等により被害を受けたが，天正13年（1585）に豊臣秀吉より500石の寺領

を与えられたことから徐々に回復し，慶長地震（1596）で倒壊した新御塔も，後に豊臣秀頼によ

り再建された。江戸時代には子院のひとつである前松院が寺籍を継ぎ，現在に至っている。

（２）पลͷ調査（ਤ６・ද１）
鳥羽離宮跡ではこれまでに計150回を超える調査が行われている。ここでは，今回の調査地が含

まれる東殿エリアで実施された既往の調査成果について記述する。

東殿エリアでは計69回の調査が行われており，弥生時代中期～江戸時代の遺構が検出されてい

る。このうち，鳥羽離宮存続時にあたる平安時代末～鎌倉時代の遺構は西端（油小路通付近）に集
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７ 1968 伏見区竹田中内畑町 桃山～江戸／安楽寿院金堂跡
遺物／灰釉瓦

京都府教育委員会「２鳥羽離宮昭和 43 年度発掘調査概要」
『埋蔵文化財発掘調査概報』1969 年

８ 1969 伏見区竹田中内畑町 室町～江戸／溝，築地，焼土（推定：子院金蔵院，玉蔵院）
遺物／土師器，瓦器，瓦

京都府教育委員会「２鳥羽離宮昭和 44 年度発掘調査概要」
『埋蔵文化財発掘調査概報』1969 年

９ 1971 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／〔A 点〕石積地業跡，堰
遺物／土師器，緑釉陶器，瓦，凝灰岩 鳥羽離宮調査研究所 　『鳥羽離宮跡 1972』1973 年

10 1972 伏見区竹田浄菩提院町
平安末／〔A・B 地区〕石積地業跡，景石　〔C 地区〕池
室町／〔D 地区〕火葬墓
遺物／土師器，磁器，瓦，網代

京都市文化観光局文化財保護課「鳥羽離宮跡発掘調査報告」
『京都市埋蔵文化財年次報告 1972』1974 年

11 1973 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／池汀
遺物／木製品（人形頭，漆器椀，五輪塔）

京都市文化観光局文化財保護課「鳥羽離宮跡発掘調査概
要」『史跡西寺跡・鳥羽離宮跡　京都市埋蔵文化財年次報告
1973 －Ⅱ』1975 年

12 1973 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／掘立柱建物，屈曲溝，堀，石敷溝 （財）京都市埋蔵文化財研究所「発掘調査 100 次の経過」『増
補改訂鳥羽離宮跡』1984 年

15 1975 伏見区竹田浄菩提院町 江戸／掘立柱建物，池（推定：子院玉蔵院） （財）京都市埋蔵文化財研究所「発掘調査 100 次の経過」『増
補改訂鳥羽離宮跡』1984 年
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16 1975 伏見区竹田浄菩提院町 室町／溝

（財）京都市埋蔵文化財研究所「発掘調査 100 次の経過」『増
補改訂鳥羽離宮跡』1984 年

19 1975 伏見区竹田中内畑町 平安／河川　　江戸／溝（推定：明照院東溝）

20 1976 伏見区竹田中内畑町 室町／溝，道？　　遺物／土器多数

21 1976 伏見区竹田浄菩提院町
伏見区竹田中内畑町

平安末／礎石立建物　　鎌倉～桃山／溝
遺物／土器，木器（仏像，墨書板）

22 1976 伏見区竹田中内畑町 遺構／未確認

25 1976 伏見区竹田中内畑町 遺構／遺構未確認（推定：大善院）

（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離宮跡発掘調査概要』
1977 年26 1976 伏見区竹田中内畑町

平安／落込み , 河川
桃山～江戸／礎石立建物（推定：大善院）
遺物／瓦，土師器

27 1976 伏見区竹田中内畑町 遺構／未確認

29 1976 伏見区竹田中内畑町
平安末～鎌倉／柱穴群，池　　鎌倉～室町／柱穴群，井戸
桃山～江戸／整地層，礎石，井戸
遺物／土師器，瓦器，陶磁器，瓦，木器

（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離宮跡　－国庫補助に
よる発掘調査概要－』昭和 52 年度　1978 年

31 1976 伏見区竹田中内畑町
平安末～桃山／大溝　　近世～近代／溝
遺物／土師器，瓦，陶磁器，木器（漆器，曲物，箸，下駄，

加工木）

32 1976 伏見区竹田浄菩提院町 平安末～鎌倉／大溝　　桃山～江戸／整地層
遺物／土師器，陶磁器，木器（下駄，曲物，漆器，箸，加工木）

33 1976 伏見区竹田中内畑町 江戸／区画溝，路面（推定：遍照院，大善院）
遺物／土師器，瓦器，陶磁器，瓦

35 1976 伏見区竹田中内畑町 平安／湿地（池？）　　平安末～鎌倉／溝
平安末～桃山／溝，井戸，土坑

（財）京都市埋蔵文化財研究所「発掘調査 100 次の経過」『増
補改訂鳥羽離宮跡』1984 年

36 1976 伏見区竹田中内畑町 遺物／土師器ほか （財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離宮跡　－国庫補助に
よる発掘調査概要－』昭和 52 年度　1978 年

40 1978 伏見区竹田浄菩提院町 鎌倉～室町／火葬墓，掘立柱建物，水田

京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離
宮跡　－国庫補助による発掘調査－』昭和 53 年度　

41 1978 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／池汀　　遺物／土器，瓦，自然木

42 1978 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／池汀　　遺物／土師器，瓦器

44 1978 伏見区竹田浄菩提院町

平安末／池汀，州浜，石列，集石
室町～桃山／溝，護岸施設　　江戸／溝，陵墓堀
遺物／土師器，瓦器，山茶碗，木器（人形，下駄，箸，杮経，

五輪等婆），銭，瓦

46 1979 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／礎石立建物，溝 , 井戸，土坑　　鎌倉～桃山／溝
遺物／土器，木器（仏像，墨書板）

（財）京都市埋蔵文化財研究所「発掘調査 100 次の経過」『増
補改訂鳥羽離宮跡』1984 年

49 1979 伏見区竹田浄菩提院町
平安末／溝，井戸
遺物／土師器，瓦器，山茶碗，輸入陶磁器，木器（曲物，箸，

独楽，墨書板）
京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離
宮跡　－文化庁国庫補助事業による発掘調査の概要－』昭
和 54 年度　1980 年50 1979 伏見区竹田中内畑町 江戸／礎石立建物，井戸，溝（推定：遍照院）

遺物／土師器，瓦器，木器（平安末～鎌倉）

51 1979 伏見区竹田中内畑町 室町／油小路東側溝
遺物／土師器，瓦器，陶磁器，瓦，木器

（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離宮跡　－区画整理道
路予定地内発掘調査概要－』昭和 54 年度　1981 年

52 1979 伏見区竹田西桶ノ井町 遺物／土師器，瓦器，（平安末～鎌倉），木器（箸，曲物ほか），
弥生土器（中期）

京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離
宮跡　－文化庁国庫補助事業による発掘調査の概要－』昭
和 54 年度　1980 年

53 1979 伏見区竹田中内畑町

平安末～鎌倉／落込み　
室町／掘立柱建物，井戸，堀
江戸／寺院建物，埋鉢（推定：明照院）
遺物／土師器，瓦器，木器（箸，鳥形，舟形，墨書板）

京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離
宮跡　－文化庁国庫補助事業による発掘調査の概要－』昭
和 54 年度　1980 年

54
A 1979 伏見区竹田浄菩提院町

平安末／溝，井戸，土坑，礎石
遺物／土師器，陶器，輸入陶磁器，瓦器，黒色土器，緑釉陶器，

瓦，木器（卒塔婆，杓子，人形） （財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離宮跡　－区画整理道
路予定地内発掘調査概要－』昭和 54 年度　1981 年

54
B 1979 伏見区竹田中内畑町 平安末／土坑，溝

鎌倉～室町／堀，溝，土坑，柱穴

58 1980 伏見区竹田浄菩提院町 平安末～江戸／石敷，溝
遺物／土師器，瓦器，山茶碗，瓦

京都市埋蔵文化財調査センター，（財）京都市埋蔵文化財研
究所『鳥羽離宮跡調査概要』昭和 55 年度　1981 年

（財）京都市埋蔵文化財研究所『昭和 55 年度京都市埋蔵文
化財調査概要』2011 年

59 1980 伏見区竹田浄菩提院町

平安末／溝　　鎌倉～室町／掘立柱建物，井戸，溝
江戸／掘立柱建物，井戸，土坑
遺物／土師器，瓦器，青磁，三彩，瓦，木器（舟形，人形，

将棋駒），錐，刀 京都市埋蔵文化財調査センター，（財）京都市埋蔵文化財研
究所『鳥羽離宮跡調査概要』昭和 55 年度，1981 年

60 1980 伏見区竹田中内畑町
平安末／石敷
江戸／掘立柱建物，土塀，井戸，暗渠（推定：大善院）
遺物／瓦，陶器，玉

61 1980 伏見区竹田中内畑町 平安末～鎌倉／落込み
江戸／井戸，柱穴，土坑 （財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離宮跡』1981 年

66 1980 伏見区竹田中内畑町
伏見区竹田西桶ノ井町 平安末／湿地状堆積 京都市埋蔵文化財調査センター，（財）京都市埋蔵文化財研

究所『鳥羽離宮跡調査概要』昭和 55 年度，1981 年

69 1981 伏見区竹田中内畑町 中世以後／井戸，土坑，溝，礎石，ピット
遺物／土師器，瓦器，輸入陶磁器，瓦

京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離
宮跡調査概要』昭和 56 年度，1981 年

71 1981 伏見区竹田中内畑町
伏見区竹田真幡木町

弥生中期後半／溝　　古墳初頭／土坑（布留）
平安／溝，土坑，井戸，柱穴
室町～江戸／溝，土坑，井戸，柱穴，墓，竈
遺物／弥生土器，土師器，須恵器，緑釉陶器，瓦器，瓦，

石器（石剣，石斧，石包丁，石錘，砥石），木器（斧
柄，馬鍬，杵，弓，籠）

（財）京都市埋蔵文化財研究所『昭和 56 年度　京都市埋蔵
文化財調査概要（発掘調査編）』1983 年
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77 1982 伏見区竹田西内畑町

平安中／河川？　　平安末／溝，柱穴
室町／溝，井戸，土坑，柱穴
桃山／溝，井戸，土坑，柱穴，礎石
江戸／溝，井戸，柱穴，礎石
遺物／土師器，須恵器，瓦器，輸入陶磁器，焼締陶器，施

釉陶器，金属器，木器（板絵，木簡，塔婆，将棋駒，
人形，木球，漆器，下駄，箸）

（財）京都市埋蔵文化財研究所『昭和 57 年度　京都市埋蔵
文化財調査概要』1984 年

84 1982 伏見区竹田西内畑町

弥生中期／溝　　平安／柱穴
鎌倉～室町／柱穴，土坑，溝，井戸
遺物／土師器，須恵器，瓦器，緑釉陶器，輸入陶磁器，石器（石

斧，石鏃）

86 1983 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／池汀，庭石，溝，陸部（地業）
遺物／土師器，瓦器，瓦

京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離
宮跡発掘調査概報』昭和 58 年度，1984 年

88 1983 伏見区竹田中内畑町

古墳／溝　　平安～鎌倉／井戸，土坑，溝
室町～江戸／柱穴，井戸，溝（堀）
遺物／土師器，須恵器，瓦器，輸入陶磁器，木器（卒塔婆，

下駄，櫛，箸）
（財）京都市埋蔵文化財研究所『昭和 58 年度　京都市埋蔵
文化財調査概要』1985 年

94 1983 伏見区竹田中内畑町 中近世／溝　　遺物／土師器，須恵器，陶器，瓦

105 1984 伏見区竹田浄菩提院町
伏見区竹田中内畑町

平安中／溝　　平安末／土坑，ピット
遺物／土師器，須恵器，灰釉陶器，黒色土器，輸入陶磁器，

白磁，瓦

（財）京都市埋蔵文化財研究所『昭和 59 年度　京都市埋蔵
文化財調査概要』1987 年

110 1985 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／石積地業（推定：九体阿弥陀堂）
遺物／土師器，須恵器，瓦器 京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離

宮跡発掘調査概報』昭和 60 年度，1986 年
（財）京都市埋蔵文化財研究所『昭和 60 年度　京都市埋蔵
文化財調査概要』1988 年112 1985 伏見区竹田浄菩提院町

平安末／池，溝，突堤状遺構，集石遺構
遺物／土師器，瓦器，輸入陶磁器，瓦，木器（漆器，下駄，

杓子，五輪塔）

117 1985 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／池，出島，州浜，景石
遺物／土師器，瓦器，輸入陶磁器，瓦，木器（五輪塔）

京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離
宮跡発掘調査概報』昭和 61 年度，1987 年

120 1986 伏見区竹田浄菩提院町 江戸／溝（撹乱のため遺構削平？）
遺物／土師器，須恵器

（財）京都市埋蔵文化財研究所『昭和 61 年度　京都市埋蔵
文化財調査概要』1989 年

124 1987 伏見区竹田浄菩提院町
平安末／溝，土坑　　室町／井戸
遺物／土師器，瓦器，須恵器，輸入陶磁器，木器（呪符，杮経，

塔婆，題箋，漆器，折敷，下駄，木球）

京都市文化観光局，（財）京都市埋蔵文化財研究所『鳥羽離
宮跡発掘調査概報』昭和 62 年度，1988 年

126 1988 伏見区竹田浄菩提院町 平安中／流路　　平安末／溝，池汀，石敷遺構，流路
遺物／土師器，須恵器，瓦器，輸入陶磁器

（財）京都市埋蔵文化財研究所『昭和 63 年度　京都市埋蔵
文化財調査概要』1993 年

127 1988 伏見区竹田田中宮町 平安末～鎌倉／掘立柱建物，柱穴，溝，土坑
遺物／土師器，須恵器，瓦器，輸入陶磁器，銭貨，

129 1988 伏見区竹田浄菩提院町 平安末～室町／溝　　遺物／土師器，瓦，木器

130 1989 伏見区竹田中内畑町 平安末／池落込み，堀
遺物／土師器，輸入陶磁器，木器（漆器，下駄，曲物，草履）

133 1989 伏見区竹田浄菩提院町
平安末／池　　室町／溝
遺物／土師器，須恵器，瓦器，輸入陶磁器，瓦，木器（下駄，

蒔絵器材
京都市文化観光局『鳥羽離宮跡発掘調査概報』平成元年度
1990 年

（財）京都市埋蔵文化財研究所『平成元年度　京都市埋蔵文
化財調査概要』1990 年134 1989 伏見区竹田浄菩提院町

平安末期／池，州浜
遺物／土師器，須恵器，瓦器，白磁，瓦，金属器，石器（経

石），木器（建築材）

136 1990 伏見区竹田中内畑町

平安前／流路　　鎌倉～江戸／井戸，溝，土坑
遺物／土師器，須恵器，瓦器，焼締陶器，施釉陶器，輸入

陶磁器，煙管，銭貨，瓦，木器（漆器碗，曲物，箸，
杓子，下駄）

京都市文化観光局『鳥羽離宮跡発掘調査概報』平成２年度
1991 年

（財）京都市埋蔵文化財研究所『平成２年度　京都市埋蔵文
化財調査概要』1991 年

139 1993 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／池汀，州浜
遺物／土師器，瓦，木器（仏像）

京都市文化観光局『鳥羽離宮跡発掘調査概報』平成５年度
1994 年

141 1999 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／整地層，溝，ピット，土坑
遺物／土師器，瓦器，瓦 （財）京都市埋蔵文化財研究所『平成 11 年度　京都市埋蔵

文化財調査概要』2002 年
142 1999 伏見区竹田中内畑町 平安末／溝　　桃山～江戸／安楽寿院本御塔跡，溝，地業

遺物／土師器，瓦器，白磁，灰釉瓦，染付，焼締陶器

144 2001 伏見区竹田中内畑町 室町／溝，柱穴，井戸
遺物／土師器，瓦器，焼締陶器，輸入陶磁器，瓦

京都市文化市民局『京都市内遺跡発掘調査概報』平成 13
年度，2002 年

145 2001 伏見区竹田真幡木町
鎌倉～室町／溝，湿地状堆積
遺物／弥生土器，土師器，瓦器，青磁，木器（杮経），石器

（石鏃，石錐，石刀）

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報 2001-8「１鳥羽離
宮跡 145 次調査（第３工区）」『鳥羽離宮跡・下鳥羽遺跡』
2002 年

146 2001 伏見区竹田浄菩提院町
平安末～鎌倉／石敷地業，池，溝，土坑
遺物／円筒埴輪，土師器，須恵器，瓦器，灰釉陶器，輸入

陶磁器，山茶碗，瓦，木器（下駄，曲物，漆器ほか）

（財）京都市埋蔵文化財研究所，京都市埋蔵文化財研究所発
掘調査概報 2001-8「１鳥羽離宮跡 146 次調査（第４工区）」

『鳥羽離宮跡・下鳥羽遺跡』2002 年

148 2003 伏見区竹田中内畑町
平安末／池　　室町～桃山／流路，整地層，根石列
江戸／溝，土坑，石組遺構，礎石列
遺物／土師器，瓦器，青磁，施釉陶器，焼締陶器，瓦

（財）京都市埋蔵文化財研究所，京都市埋蔵文化財研究所発
掘調査概報 2003-12『鳥羽離宮跡』2004 年

149 2003 伏見区竹田西内畑町 鎌倉～室町／溝，湿地状堆積
遺物／土師器，瓦器，瓦

（財）京都市埋蔵文化財研究所，京都市埋蔵文化財研究所発
掘調査概報 2003-14『鳥羽離宮跡』2004 年

150 2004 伏見区竹田浄菩提院町 平安末／池
遺物／土師器，瓦器，山茶碗，白磁，瓦，木器（卒塔婆，木球）

京都市文化市民局『京都市内遺跡発掘調査概報』平成 16
年度，2005 年

153 2010 伏見区竹田中内畑町
平安～室町／池，柱穴，落込み
遺物／土師器，瓦器，須恵器，輸入陶磁器，施釉陶器，瓦，

石器（巡方），木器（下駄，漆器碗，箸）

京都市文化市民局『京都市内遺跡発掘調査報告』平成 22
年度，2011 年

154 2010 伏見区竹田真幡木町

弥生中／竪穴状土坑，溝，柱穴列，ピット
平安～鎌倉／溝，井戸，ピット，流路
遺物／弥生土器，土師器，須恵器，瓦器，輸入陶磁器，施

釉陶器，石器（石斧，石剣，石鏃），木器

京都市文化市民局『京都市内遺跡試掘調査報告』平成 22
年度，2011 年
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中する。第21次，第54次調査では，南北方向にのびる直線溝が確認されており，西接する田中殿

との区画溝（もしくは道路側溝）として理解されている。また北向不動院に近い第46次・第141

次調査では，掘立柱建物や礎石列，井戸等が複数検出されており，御所や僧房等の建物が想定され

る２）。また，南西地点（第10次・第110次調査）では安楽寿院九体阿弥陀堂と目される大規模な

石積地業が発見されている。一方，東殿エリアの中央南半部には大規模な池があり，小礫を丁寧に

敷き詰めた汀が確認されている（第41次・第150次）。以上のことから，東殿は池の西側に御所と

御堂を南北方向に配した構成であったと復原できる。

このほか室町時代の遺構には，近衛天皇陵南側の火葬墓群（第10次D区，第40次）,東殿エリ

アの東～南端をめぐるように設けられた大溝等がある。この溝は旧鴨川の流れに沿って延びるこ

とから，離宮の東限を示す区画溝であるとともに滲水の排出溝であった可能性がある。また室町時

代の築城とされる竹田城跡が調査地の北西にあり，第12次，20次，31次，35次，88次等で検出

された大溝が城の堀跡にあたると推定されている。なお近年では，建物跡が想定されるピット群が

試掘調査によりまとまって確認されている（19T229）３）。

このほか，江戸時代の遺構としては，安楽寿院の子院（計12院）に関する遺構が，鳥羽天皇陵

の北において集中して確認されている。

以上の調査成果より，今回の調査地は鳥羽離宮東殿に設けられた池の西端付近にあたると推定

される。北側隣接地（第150次）では敷地の北西で玉砂利を敷いた汀が確認されており，この延長

部の存在が予測された。

３．調査成果

（１）基ຊ層ং（ਤ７・ද２）

調査地の現地標高は14.6～14.7ｍで，西から東へ向かって僅かに下がる。

基本層序は，上位から現代盛土，江戸時代堆積層，室町時代包含層，平安時代末期～鎌倉時代包

含層，砂礫層の順であり，このうち古代末期包含層は鳥羽離宮存続時の池埋土，室町時代包含層は

その最終埋土に相当する。この層序は，基本的に隣接地の成果と調和的である。

現代盛土（撹乱土）は層厚1.2～1.5ｍを測り，下位の江戸時代堆積層（耕作土）を大きく撒き

上げる。池の埋土は上下２層に大別できる。上層は暗褐色粘土質シルト，下層は暗褐色粗砂混じり

シルトを主体とする。ともに植物遺体や炭化物を多く含む軟質土壌で，上層からは14世紀の土師

器皿が，下層からは12世紀の瓦器，土師器皿等の破片が出土した。

ฏ҆࣌  土ثɼנɼΛؚΉɻ

土ثยΛؚΉɻͷ࠷ऴຒ土ɻࣨொ࣌ 

　　࣌ 遺　　　　構 උ　　ߟ

ද２　遺構֓ཁද
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池底である砂礫層は褐灰色細砂～粗砂を主体とし，斜め方向もしくは水平方向のラミナを形成す

る。湧水が顕著で，その水量も多い。汀を構成するような礫敷きは特に認められないが，砂礫層の

上位に径３cm程度の礫が混じることから，これが池底であると判断した。

池底の検出レベルは東が低く，西へ向かって徐々に上る。このため，池の汀は調査区の西側にあ

ると推定される。北隣接地で検出された汀の礫敷きも西へ向かって延びると解釈される。

（２）出土遺物（ਤ８・ද３）

今回出土した遺物はコンテナ２箱を数える。このうち土器・瓦は小片が多い。一方，木製品は残

存状態が良好で，使用品が一定量出土した。

1～３は土師器皿である。１・３ともに口縁部は１段ナデ，底部は指オサエで成形する。２は

コースター形皿の小片で，端部を内折する。いずれも12～13世紀の製品である。第３層より出土

した。

４～８は軒丸瓦，９は軒平瓦である。４は蓮華文軒丸瓦の破片で，瓦当外周はタタキ，瓦当裏面

はナデて仕上げる。花弁の外側に唐草状の装飾がある。５～８は巴文軒丸瓦である。５・６は右巻

き，７・８は左巻きで６・７は界線の外に珠文を付す。５の瓦当外周はナデ，裏面にはケズリを施

す。７の瓦当外周には木目が残る。９は唐草文軒平瓦である。瓦当成形は折曲技法によるもので，

１ 2.5Y4/1黄灰色微砂混じり粘土質シルト
　（径0.5cm未満の礫微量入る，
　 10YR3/4暗褐色微砂混じり粘土質シルトブロック20%程度入る，
　 2.5Y6/1黄灰色微砂ブロック2%程度入る，
　 炭化物・土器片入る，軟質）
２ 10YR3/4暗褐色微砂混じり粘土質シルトに
　 2.5Y4/1黄灰色微砂混じり粘土質シルトブロック10%程度上位に入る
　（2.5Y6/黄灰色微砂ブロック5%程度入る，
　 炭化物・土器片・種子・木片入る，軟質） 【池最終埋土】
３ 10YR3/3暗褐色微砂混じりシルト
　（径0.5cm未満の礫少量入る，
　 炭化物・土器片・植物遺体・木片入る，軟質）【池埋土】
４ 10YR5/1褐灰色細砂～礫混じり粗砂
　（径3cm未満の礫多量入る，しまり良い） 【池埋土】
５ 10YR5/1褐灰色細砂～細砂混じりシルトに
　 10YR5/1褐灰色粘土質シルトブロック10%程度入る
　（水平方向のラミナを形成）
６ 10YR6/1褐灰色細砂（径1cm未満の礫微量入る，植物遺体多量入る，
　 しまり悪い）

&
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瓦当部から平瓦部凹面にかけて一連の布目痕が顕著に残る。顎部はケズリを施す。すべて第３層より

出土した。

10～15は木製品である。いずれも使用痕跡のある破損品で，未成品は存在しない。10は紡錘車

の紡輪である。側面は粗く切断されるため，平面形状は多角形に近い。表面側部付近には正円に近

い線刻が施されている。また中央孔の周囲と，ここから放射線状にのびる線刻もあり，意図的な装

飾として理解される。裏面には刃物疵が複数残る。中央孔は小さいため鉄芯を通して使用したと考

えられる。用材はスギである。第２層より出土した。11は折敷の底板で薄い板目材を使用する。12

～14は曲物桶板で，12は正円，13は楕円形に復原される。曲物側板を側面に装着するタイプであ
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るが，木釘孔等は確認できない。用材はともにスギである。第３層より出土した。14は隅丸方形の

板状品で，曲物側板を受けるタイプの底板である。表面に円形の側板を装着した痕跡が残る。表裏

面ともに刃物キズが多数残る。また裏面には焦痕も認められる。用材はスギである。第３層より出

土した。15は圭頭形に成形された薄い柾目材で，用途は不明である。最大幅は4.5cmを測る。側面

は丁寧に加工されている。墨書等は確認することができなかった。用材はヒノキ科である。第２層

からの出土である。

４ɽ·ͱΊ
以上，鳥羽離宮跡の調査成果について記述した。今回の調査では，鳥羽上皇が造営した東殿のう

ち，庭園の池の一部を確認した。州浜等の遺構を発見することはできなかったことから，池はさら

に西へ続き，その汀は調査区外にあると考えられる。このことは，池が隣接する北向山不動院の敷

地内へも連続することを示唆しており，久寿２年（1155）に藤原忠実によって建立したとされる

不動堂の位置復原にも影響を及ぼす。

既述のとおり，北向山不動院を含む一角は，御所や僧房が存在した可能性が濃厚である。このた

め，今後の調査成果が待たれるとともに，150次を超える既往の調査成果の再整理にも期待したい。

（黒須 亜希子）

註

１）	『扶桑略記』応徳三年十月条には「近習，卿相，侍臣，地下雑人，等，おのおの家地を賜る。舎屋を営

造す。さながら都遷りのごとし」と記載される。

２）	 関白藤原頼長の日記『台記』には，安楽寿院に法華三昧の僧が常駐し，その房舎が御塔の北にあったと

記載される。『日本歴史地名大系第27巻　京都市の地名』1979年，平凡社。

３）京都市文化市民局『京都市内遺跡試掘調査報告』令和元年度，2020年。巻末一覧表に掲載。
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（財）京都市埋蔵文化財研究所，『鳥羽離宮跡Ⅰ　金剛心院跡の調査』京都市埋蔵文化財研究所調査報告第20
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図　　　版



図版１　平安京左京一条三坊十一町跡・旧二条城跡　遺構

２　第２面全景（東から）

１　第１面全景（東から）



１　A-A’ 断面（旧二条城濠跡SD18）（北西から）

図版２　平安京左京一条三坊十一町跡・旧二条城跡　遺構



図版３　特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園（25次）　遺構

１　第１トレンチａ区東壁（西から）

２　第１トレンチａ区北壁東部（南から）



図版４　特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園（25次）　遺構

１　第１トレンチａ区断割西壁全景（南東から）

２　第１トレンチｂ区（南から）



図版５　特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園（25次）　遺構

１　第２トレンチ（南東から）

２　第２トレンチ盛土層近景（東から）



図版６　植物園北遺跡　遺構

１　拡張前全景（北西から） ２　SD14（北東から）

３　拡張後全景（掘立柱建物37）（北から）



図版７　北白川廃寺・上終町遺跡Ⅰ　遺構

２　SD５・６（西から）

１　調査区全景（西から）



図版８　北白川廃寺・上終町遺跡Ⅱ　遺構

１　調査区全景（北から）

２　　SD２セクション断面（東から）



図版９　北白川廃寺・上終町遺跡Ⅱ　遺構

１　拡張区　SD２（北東から）

２　拡張区　SD６（南から）



２　24次　１区土塁断面２（北西から）

１　24次　１区土塁断面１（北西から）

図版10　山科本願寺跡（24次）　遺構

３　24次　１区土塁基底部断面（北西から）



２　24次　２区土塁検出状況（北西から）

１　24次　２区土塁検出状況（南東から）

３　24次　２区土塁濠断面状況（北西から）

４　24次　３区検出状況（北西から）

図版11　山科本願寺跡（24次）　遺構



１　25次　調査区　遺構検出状況（北東から）

２　25次　拡張区１　遺構検出状況（東から）

図版12　山科本願寺跡（25次）　遺構



１　25次　調査区東壁及び断割り断面状況（南西から）

２　25次　SE17断面状況（東から）

図版13　山科本願寺跡（25次）　遺構



１　25次　調査区西壁（E-F間）断面状況（北東から） ２　25次　調査区西壁（H付近）断面状況（北東から）

３　25次　調査区遺構検出状況（北東から） ４　25次　整地土断面及び井戸検出状況（南東から）

５　25次　SE17北肩検出状況（南東から）

７　SK９断面状況（南から） ８　拡張区2　整地土検出状況（北西から）

図版14　山科本願寺跡（25次）　遺構

６　SK８断面状況（南東から）
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