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 １ 本書は、京都市中京区西洞院通六角下る池須町 415 他で࣮施した、平安京左京四条二坊十五

  町跡・本能寺城跡の発掘調査報告書である。（京都市番号　21)221）

 ２ 調査は、株式会社ࠓ井建設Αり、株式会社文化財サービス（以下、ʮ文化財サービスʯという）

  にҕୗされ࣮施した。ݱ地調査は菅田 薫、早見由槻が୲した。

 ３ 調査期間は、ྩ３年 10 月 11 日〜ྩ３年 11 月 29 日である。

 ４ 調査面積は、200 ㎡である。

 ５ 図１・５で༻した地図は京都市発行の都市ܭըج本図（ॖई１ɿ2500）ʮਗੜʯを調し

  て࡞成した。

 ６ 本文・図中のํҐ・࠲ඪはੈքଌ地ܥ平面直角࠲ඪܥ第ᶜܥにΑる。ඪߴは、̩ � ̥ �（東京

  平ۉւ面ߴ度）である。

 ７ 土名ٴͼ出土遺物の৭調は、ྛਫ࢈লਫٕ࢈ज़会ٞ事ہमʰ新版　ඪ४土৭ʱに

  ४じた。

 ８ 本書のࣥචは、第４ষを早見と菅田が、他を菅田が行い、編集は菅田・野地ますみが行った。

 ９ 遺跡の写真ࡱӨは調査୲者が行った。出土遺物のࡱӨは図版 10 −１をਆ野いくみが、他

  は写ೇ՚ಊにґཔした。

 10 出土木ࡐなͲのࣗવՊֶ分ੳはύリϊ・サーϰΣΠ株式会社にґཔした。

 11 調査にるࢿྉは、京都市文化市ຽہ文化ܳज़都市ਪਐ室文化財อޢ՝がอしている。

 12 発掘調査ٴͼཧۀ࡞のࢀՃ者は、下記の通りである。　

　　　　 ʤ発掘調査ʥ　 ্田ஐ　ਗ਼भܚଠ　খྛҰߒ　田中৻Ұ　中 ༏࡞　月ຑ༎　٢Ԭ平

リース　株式会社ࡐ機ࢿ　һ　株式会社京Χϯリۀ࡞    4PJE　ॏ機　株式会社Ұ建設

　　　　 ʤཧۀ࡞ʥ　 Ӌ ߳　্野ܙඒ　明　ߕ田य़ಸ　Ԙ地行　ଟլຎ　

　　　　   উ由ࡊل　দ井 　٢ֆཬ　ࢠ溝चथ　月ຑ༎　下直　࠼

　　　　   एࢁඒൕ

   遺物ચড়　株式会社Ξ・ビϡー

 13 出土遺物の年代؍は、主に下記の文ݙにґった。

　　 　平ඌʮ土師器ߟ࠶ʯh བلڀݚ　࢙ཁʱ第 12 号　ެӹ財ஂ๏ਓ京都市埋ଂ文化財ڀݚ

　　 　所　2019 年

。いたしますँײをいたͩいた。記してࣔڭに͓いて、下記のํʑにごۀ࡞地調査・ཧݱ 14 

（শུܟ）  

　  石༞Ұ（京都市文化財อޢ՝）、ᅳ下ଟඒथ（ཾ୩େֶ）、དྷ本խ೭（京都市ݩٶ二

   条城事所）、ླ木ٱஉ（京都ۀ࢈େֶ）、Ԭయܚ（京都ঁࢠେֶ）、中߂（同ࢤ社

   େֶྺࢿ࢙ྉؗ）、原戸ت代ཧ（京都市文化財อޢ）、村田య（京都ڭҭி文化財อ

所ڀݚ٢ٛ（関西文化財調査会）、ެӹ財ஂ๏ਓ京都市埋ଂ文化財、（՝ޢ   
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第ᶗষ　発掘調査の経緯と経ա

１　調査にࢸる経緯（図１）

調査地は、京都市中京区西洞院通六角下る池須町 415 番地他である。֘地は平安京左京四条

二坊十五町跡にあたり、またઓࠃ時代の本能寺・本能寺城跡にਪఆされる所である。この本

能寺城跡は京都市の埋ଂ文化財แଂ地の中でॏཁ遺跡にࢦఆされている。京都市文化市ຽہ文

化ܳज़都市ਪਐ室文化財อޢ՝（以下、ʮ文化財อޢ՝ʯという）は建設事にઌཱち発掘調査

をࢦಋした。このࢦಋをड͚原因者である株式会社ࠓ井建設からҕୗをड͚株式会社文化財サー

ビスが発掘調査を࣮施した。

２　発掘調査の経ա（図２）

調査は、2021 年 10 月 11 日からݱ地ۀ࡞にணखし、11 月 29 日にすてのݱ地ۀ࡞のఔをऴ

ྃした。

調査は文化財อޢ՝からのࢦಋにͮجき建設ܭը༧ఆൣғのうち、200 ㎡の調査区を設ఆした。

ෑ地は東西にࡉく面積ڱいことから、స調査を行うこととし、ॏ機のൖ出入をྀߟして西

側からઌ行して調査を行った。またط設の建物はછ৭でஷਫ૧なͲのૅجがൺֱతݻڧにਂ

く࡞られて͓り、ͦれらのૅجをఫ去することにΑり遺構面がഁյされる可能性があったため、

ㄪᰝᆅ

N

100ｍ０

図１　調査地位置図（1：2,500）
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コϯΫリーτૅجはఫ去ͤͣに調査を行った。

ෑ地北側にྡする 2007 年の調査（図５・ද１）をߟࢀに、ݱ代地土をॏ機にΑって除去

しͦの後ਓྗにΑり第１面のਫ਼査ٴͼ遺構検出を行った。طԟの調査成Ռから遺構面は５面を

ఆして調査に入ったが、江戸時代後期からݱ代ཚの第１面、江戸時代の第 2 面、江戸時代から

室町時代を第３面、室町時代前期を第４面として４面の調査を行った。

調査શൠを通じて֤遺構面での遺構検出掘時に文化財อޢ՝の検査をड͚た。また検ূ৹

査һとして同ࢤ社େֶྺࢿ࢙ྉؗ।ڭत中ࢯ߂、ཾ୩େֶڭतᅳ下ଟඒथࢯ、京都ۀ࢈େֶ

　。ಋをいたͩいたࢦと検ূをしていたͩき、調査にରするదなごࢹ地ݱにࢯஉٱतླ木ڭ

測量基準点の設置と地区割り（図３・４）

ଌྔج४は、̧̨̫ଌྔにΑり調査区の東側に 5� １を、西側に 5� ２を設ఆし、ほかに 54

ଌにΑり؍ 5� ３、5� ４を設ஔした。ج४ଌྔの成Ռは、以下のと͓りである。

　　　5� １　　9�-110174�274N　　 :�-22352�860N　　 )�35�766N

　　　5� ２　　9�-110173�710N　　 :�-22365�591N　　 )�35�797N

　　　5� ３　　9�-110165�516 ̼　　 :�-22380�029N　　 )�35�938N

　　　5� ４　　9�-110166�466N　　 :�-22356�309N　　 )�36�004N

検出した遺構࣮ଌ͓Αͼ遺物औり্͛の୯Ґとするために、ଌྔ成Ռにͮجき３N 四ํのά

リοドを設ఆした。

記録ۀ࡞は、खଌりにΑる࣮ଌと写真ଌྔをซ༻し図面を࡞成した。写真は 35 ᶱϑルサΠズ

のσδλルҰ؟ϨϑΧϝϥ、35 ᶱϞϊΫϩϑΟルϜ・35 ᶱΧϥーリόーサルϑΟルϜを༻し

。Өしたࡱ

整理作業・報告書作成

は、写真・図面のཧと出土遺ۀ࡞成を行った。ཧ࡞ͼ報告書ٴۀ࡞地調査ऴྃ後、ཧݱ

物のཧをฒ行して行った。遺物のཧは、߹、࣮ଌ、τϨース、෮ݩを行った後、報告書の

ࣥචٴͼ編集ۀ࡞を行い、報告書を࡞成した。ࣥචは調査を୲した菅田・早見が行い、分୲は

ͦ、は菅田・野地ますみが୲しۀ࡞に記した。編集ݴྫ の他ཧۀは社社һが分୲して行っ

た。出土遺物のચড়は株式会社Ξ・ビϡーに、遺物の写真ࡱӨはେ半を写ೇ՚ಊにҕୗした。
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図２　調査区地区割り・基準点配置図（1：200）
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1．調査前（東から） ２．重機掘削作業（東から）

３．作業風景 ４．ドローン撮影による写真測量

５．京都市文化財保護課による検査 ６．検証審査員による視察

７．専門家による木舞の検証 ８．自然科学分析用木質採取

図３　　発掘調査経過写真
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第ᶘষ　Ґஔとڥ

１　Ґஔとڥ
調査地は六角通とଢ଼ༀ師通のほぼ中ԝで、西洞院通の西側にҐஔしている。平安京の条坊では

西洞院େ࿏・༉খ࿏・六角খ࿏・四条坊খ࿏にғまれた左京四条二坊十五町にあたり、四行ീ

地割では西四行北五にҐஔし、北側ෑ地ڥがほぼҰ町の南北の中৺になる。調査区の東側は、

西洞院େ࿏の西側のங地・西側溝・࿏面ٴͼ西洞院なͲが༧される。

この町には平安時代後期、େೲݴ౻原࣮ق（サωスΤ）のఛ宅ʮ四条坊ʯがあったことがh र

և抄ʱ東京図にΑりΘかる。また、౻原࣮قの່ᢺࢠ（シήコ）（堀ఱޚঁߖ）がௗӋఱߖをੜ

んͩࡍに、ᢺࢠのがເの中で͓告͛をड͚四条坊のෑ地の中にլໜ社をקਐし建ཱした。

このಊは建（1194）５ٱ年のՐࡂでমࣦしている。ͦの後十二ੈل中༿に東北角の土地が౻原ঁ、

十三ੈلॳ಄にこの町の西半分がૐݡ࠷からޚࠇ前にৡされるという平安時代からח時代の

มભがみられる。室町時代には土・ञ屋がࢧしていたとみられ、ఱ文 14（1545）年に六角・

四条坊、༉খ࿏・西洞院のҰ町四ํを土の村ઍদから本能寺がങいऔっている。

ݙ文ߟࢀ

　京都市ʮ下京区ʯh ʱ第࢙ྉ　京都のྺ࢙ 12 平ຌ社　1981　ר 年

　ʮ京都市の地名ʯh 日本ྺ࢙地名ମܥʱ27　平ຌ社　1987 年

　h ࣺև抄ʱվగ૿ิ࣮ނ書 22 図書出版株式会社　1993࣏明　ר 年

田ʰ第三ষ　左京とӈ京ʱ平安京ఏཁ　角書ళ　1994ࢁ　 年

ԟの調査ط　２
十五町地ではこれまで４ճの発掘調査が行Θれている（図５・ද１）。

38 は本調査区の北側にするݸ所で 2007 年に発掘調査が行Θれた。検出した遺構は室町時代

を中৺に検出し西洞院と͑ߟられる溝、本能

寺寺Ҭを区ըすると͑ߟられる、本能寺の

มにう地、土器・瓦ཷなͲを検出した。

遺物では、ଟくのম瓦土器ととにҟମࣈで

ද記したʮ ʯのࣈのؙݢ瓦が出土している。

室町時代以前の遺構は、平安時代後期の井戸

。を検出しているج１

39 は 2007 年に調査が行Θれた。Ұ町の中৺

西側にҐஔする調査でૅ石ࠜݻめ３ج、Ӎམち

溝・区ը溝なͲを検出して͓り、本能寺に関Θ

る遺構とみられる。土坑の埋土からম土と

とにଟくのম͚た瓦が出土している。また、
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図４　調査地位置図・平安京条坊（1：80,000）
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ҟମࣈのʮ ʯのࣈのؙݢ瓦が出土している。

室町時代以前の遺構は平安時代中期の土坑、ח時代ॳ期の土坑を検出している。

40 は 2007 年に調査が行Θれた。Ұ町の南東෦、西洞院େ࿏にҐஔする調査である。ۇか 10 ㎡

の調査であったが西洞院を埋めた地、本能寺の南ݶをࣔすとみられるを検出している。

この東西ํのの検出にΑり、これにΑり本能寺の寺Ҭがʰ京都坊ࢽʱなͲの南北二町આΑ

りʰఱ文十四年六月四日村ઍদച݊ʱにみられるʮ六角༩四条坊༉খ࿏༩西洞院中間

ํ四町ʯとする四条二坊十五町のҰ町四ํと͑ߟられるΑうになった。

41 は 2012 年に行Θれた調査。調査地は十五町の北東角にあたる。室町時代の遺構を中৺に検

出して͓り六角খ࿏南ங地ਪఆઢと西洞院େ࿏西ங地ਪఆઢの側に沿う - 、形の溝、西洞院ࣈ

土坑・井戸なͲを検出している。また、本能寺建にう地、本能寺のม後の地検出

している。

室町時代以前の遺構は、平安時代後期の土坑１جを検出している。

31 は四条二坊十四町の調査である。2002 年から 2003 年にか͚て調査が࣮施された。この調査

で四条坊南に沿い下京惣構とみられる東西ํのを確認した。

図５　既往調査位置図（１：5,000）
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調査ᶺ 調査地 調査๏ 調査成Ռ֓ཁ ݙ文ࡌܝ

1 三条二坊十二町 ཱ会 地ද下 0�85N 以下、ྲྀれଯ積
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 8 年度ʱ京都
市文化市ຽ1997　ہ 年

2 三条二坊十三町 ཱ会 室町、ח、平安後・中期のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 60 年度ʱ
京都市文化1986　ہޫ؍ 年

3 三条二坊十三町 ཱ会 室町の土坑、חの土坑
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 60 年度ʱ
京都市文化1986　ہޫ؍ 年

4 三条二坊十三町 ཱ会 検出できͣ
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 63 年度ʱ
京都市文化1988　ہޫ؍ 年

5 　　三条二坊十三町 ཱ会 地ද下 0�93N で時期ෆ明のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 63 年度ʱ
京都市文化1988　ہޫ؍ 年

6 三条二坊十三町 ཱ会 時期ෆ明のแ含
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成３年度ʱ京都
市文化1992　ہޫ؍ 年

7 三条二坊十三町 ཱ会 平安後期のแ含、町৲খ࿏の࿏面なͲ
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成３年度ʱ京都
市文化1992　ہޫ؍ 年

8 三条二坊十三町 ཱ会 中ੈのแ含、室町の井戸
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 10 年度ʱ京都
市文化市ຽ1999　ہ 年

9 三条三坊四町 ཱ会
地ද下 130 ᶲまではۙݱ代、以下にྲྀچ࿏のଯ積土で平
安後期のຎ໓した遺物が出土

ʰ京都市遺跡ࢼ掘・ཱ会調査報告　ত 55 年度ʱ
京都市文化1981　ہޫ؍ 年

10 三条三坊四町 ཱ会 江戸のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 59 年度ʱ
京都市文化1985　ہޫ؍ 年

11 三条三坊四町 ཱ会 室町・חのแ含、時期ෆ明の西洞院େ࿏の࿏面
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　平成ݩ年度ʱ
京都市文化1991　ہޫ؍ 年

12 三条三坊四町 ཱ会 室町のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　平成ݩ年度ʱ
京都市文化1991　ہޫ؍ 年

13 三条三坊四町 ཱ会 掘ਂ度土
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 8 年度ʱ京都
市文化市ຽ1997　ہ 年

14 三条三坊五町 発掘
江戸〜౧ࢁの土坑・井戸、室町〜חの土坑、ח〜平安
後期の土坑・井戸、平安の土坑・溝、ೄ文൩期の土坑なͲ

্村ݑষʰ平安京左京三条三坊五町・ӊؙޚ池遺
跡ʱݹ代文化調査会　2011 年

15 三条三坊五町 ཱ会
౧ࢁ〜室町のแ含、平安後期〜平安中期のแ含、室町
の土坑ח〜

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 10 年度ʱ京都
市文化市ຽ1999　ہ 年

16 四条二坊五町 掘ࢼ
平安中期の土坑・ϐοτ、室町の土坑・ϐοτ、ϐοτ
Αりޯݸ２ۄ出土

ʰ京都市遺跡ࢼ掘・ཱ会調査֓報　ত 56 年度ʱ
文化1982　ہޫ؍ 年

17 四条二坊十町 ཱ会 江戸・౧ࢁのแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　平成２年度ʱ
京都市文化1991　ہޫ؍ 年

18 四条二坊十町 ཱ会
地ද下 0�86N で室町〜平安の土坑なͲ、室町〜חのམち
みからന磁・੨磁なͲの遺物ଟ出土ࠐ

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成７年度ʱ京都
市文化市ຽ1996　ہ 年

19 四条二坊十町 ཱ会 江戸以降の地
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 10 年度ʱ京都
市文化市ຽ1999　ہ 年

20 四条二坊十Ұ町 ཱ会
地ද下 1�7N で平安中期のแ含をりࠐみ౧ࢁ〜室町の
土坑、金ഩணの土師器が出土、חのམࠐみなͲ

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 8 年度ʱ京都
市文化市ຽ1997　ہ 年

21 四条二坊十二町 ཱ会 のแ含ח
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 60 年度ʱ
京都市文化1986　ہޫ؍ 年

22 四条二坊十二町 ཱ会 江戸の柱穴
ʰ京都市遺跡ཱ会調査報告　平成３年度ʱ京都
市文化1992　ہޫ؍ 年

23 四条二坊十二町 ཱ会 時期ෆ明のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　平成２年度ʱ
京都市文化1991　ہޫ؍ 年

24 四条二坊十二町 ཱ会 のแ含ח
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　平成２年度ʱ
京都市文化1991　ہޫ؍ 年

25 四条二坊十二町 掘ࢼ 中ੈのแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘調査報告　平成３年度ʱ京都
市文化1993　ہޫ؍ 年

26 四条二坊十三町 ཱ会 地ද下 1�1 ̼で平安中期のแ含
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成７年度ʱ京都
市文化市ຽ1996　ہ 年

27 四条二坊十三町 ཱ会
・平安後〜中期のแ含、地ද下ח 1�3 ̼でח・平安
後期の土坑

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 8 年度ʱ京都
市文化市ຽ1997　ہ 年

28 四条二坊十三町 ཱ会 室町のแ含・土坑、平安前期のแ含
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 9 年度ʱ文化
1998　ہޫ؍ 年

29 四条二坊十三町 ཱ会 地ද下 1�85 ̼以下ྲྀれଯ積
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 9 年度ʱ文化
1998　ہޫ؍ 年

30 四条二坊十四町 ཱ会 室町のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 55 年度ʱ
京都市文化1981　ہޫ؍ 年

31 四条二坊十四町 発掘
平安から江戸にか͚ての遺構、四条坊খ࿏・南側溝、下
京惣構と͑ߟられる溝

平ඌ 真ʮ平安京左京四条二坊十四町跡ʯޱࢁ
ʰ京都市埋ଂ文化財ڀݚ所発掘調査֓報 2003-5ʱ
財ஂ๏ਓ京都市埋ଂ文化財ڀݚ所　2003 年

32 四条二坊十四町 ཱ会 地ද下 0�86N で室町のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　平成２年度ʱ
京都市文化1991　ہޫ؍ 年

33 四条二坊十五町本能寺城 ཱ会 地ද下 1�5N で室町のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 60 年度ʱ
京都市文化1986　ہޫ؍ 年

34 四条二坊十五町本能寺城 ཱ会 地ද下 0�05N で江戸のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 60 年度ʱ
京都市文化1986　ہޫ؍ 年

35 四条二坊十五町本能寺城 ཱ会 地ද下 1�26N で江戸の土坑
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　平成２年度ʱ
京都市文化1991　ہޫ؍ 年

36 四条二坊十五町本能寺城 掘ࢼ
１̩ɿ地ද下 1�25 ̼で中ੈの土坑３２̩、جɿ地ද下 0�86 ̼
で中ੈの南北溝

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成６年度ʱ文化
1995　ہޫ؍ 年

表１　既往調査一覧表
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調査ᶺ 調査地 調査๏ 調査成Ռ֓ཁ ݙ文ࡌܝ

37 四条二坊十五町本能寺城 ཱ会
地ද下 0�95N 以下、חのแ含、室町〜חの土坑・ਫ
ཷ遺構、平安後期の井戸

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成７年度ʱ京都
市文化市ຽ1996　ہ 年

38 四条二坊十五町本能寺城 発掘
西洞院とみられる溝、地、寺Ҭをըすとみられる堀、

ʮ能ʯのҟମࣈでࠁまれたؙݢ瓦、ᘮᘨ製の࣠端、ଔౝംな
Ͳ

٢ٛ　ླ木ٱஉʰ本能寺跡発掘調査報告　平
安京左京四条二坊十五町ʱ関西文化財調査会　
2008 年

39 四条二坊十五町本能寺城 発掘
土坑、ૅ石ࠜݻめ 3 ࣈӍམち溝、区ը溝、ʮ能ʯのҟମ、ج
でࠁまれたؙݢ瓦

本խʮᶚ　平安京左京四条二坊十五町跡・本ࢁ
能寺城跡ʯʮ京都市遺跡発掘調査報告　平成 19
年度ʯ京都市文化市ຽ2008　ہ 年

40 四条二坊十五町本能寺城 発掘 西洞院を埋めた地、本能寺南ݶをࣔすとみられる
平ඌʮ平安京左京四条二坊十五町跡・本能寺
城跡ʯh 京都市埋ଂ文化財ڀݚ所発掘調査報告　
2007-11ʱ埋文2008　ݚ 年

41 四条二坊十五町本能寺城 発掘

平安後期の土坑 1 室町の遺構（六角খ࿏南ங地ਪఆઢ、ج
と西洞院େ࿏西ங地ਪఆઢの側に沿う - 形溝、西洞院ࣈ
、土坑、井戸）、本能寺建にう地、本能寺のม後
の地

Ո࡚࣏ʮ本能寺城跡ー平安京左京四条二坊十五
町ーʯݹ代文化調査会　2012 年

42 四条二坊十六町西洞院େ࿏ ཱ会 地ද下 1�6N で時期ෆ明の࣪地状ଯ積
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 59 年度ʱ
京都市文化1985　ہޫ؍ 年

43 四条二坊十六町 ཱ会
江戸のམࠐみ、室町の土坑、חのแ含なͲ、地ද下 1�55
̼でྲྀれଯ積

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成９年度ʱ文化
1998　ہޫ؍ 年

44 四条二坊十六町 ཱ会 室町〜חのแ含、平安中期のแ含　
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 10 年度ʱ文化
1999　ہޫ؍ 年

45 四条三坊Ұ町 ཱ会 室町のแ含、平安後期のแ含、平安後期の土坑
ʰ京都市遺跡ࢼ掘・ཱ会調査報告　ত 55 年度ʱ
京都市埋ଂ文化財調査ηϯλー　1981 年

46 四条三坊Ұ町 ཱ会 〜平安のแ含、土坑ח
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 10 年度ʱ京都
市文化市ຽ1999　ہ 年

47 四条三坊二町 ཱ会 地ද下 1�24N でחのแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 60 年度ʱ
京都市文化1986　ہޫ؍ 年

48 四条三坊二町 ཱ会 江戸のแ含、חの土坑
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 10 年度ʱ京都
市文化市ຽ1999　ہ 年

49 四条三坊三町 ཱ会 掘ਂ土
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成７年度ʱ京都
市文化市ຽ1996　ہ 年

50 四条三坊三町 ཱ会 ۙੈのแ含、ྲྀれଯ積
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 10 年度ʱ京都
市文化市ຽ1999　ہ 年

51 四条三坊四町 ཱ会 江戸・ח・平安のแ含
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　ত 59 年度ʱ
京都市文化1985　ہޫ؍ 年

52 四条三坊四町 掘ࢼ 室町〜חの土坑なͲ
ʰ京都市遺跡ࢼ掘ཱ会調査報告　平成２年度ʱ
京都市文化1991　ہޫ؍ 年

53 四条三坊四町 掘ࢼ
ۙੈ以降の井戸、中ੈの南北溝、חの土坑、平安の土坑・
柱穴

ʰ京都市遺跡ࢼ掘・ཱ会調査報告　平成 12 年度ʱ
京都市文化市ຽ2001　ہ 年

54 四条三坊四町 発掘
室町の土坑・井戸・柱穴・溝・・地下室、חの土坑・柱穴・
、ח〜平安の土坑・井戸・柱穴・地下室、平安の井戸・
柱穴・溝・Ԃ地、中ੈのர関࿈遺物が出土

ʰ平安京左京四条三坊四町・ӊؙҁখ࿏遺跡ʱ株
式会社日։調査設ܭコϯサルλϯτ　2007 年

55 四条三坊四町 ཱ会 室町前期・ח後期・平安のแ含、౧ח〜ࢁの土坑
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成７年度ʱ京都
市文化市ຽ1996　ہ 年

56 四条三坊四町 ཱ会 地ද下 0�6 ̼でম土
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成 8 年度ʱ京都
市文化市ຽ1997　ہ 年

57 四条三坊六町 掘ࢼ 室町の地
ʰ京都市遺跡ࢼ掘調査֓報　平成５年度ʱ文化
1994　ہޫ؍ 年

58 四条三坊六町 ཱ会 中ੈの柱穴、ח・平安後期の土坑
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成９年度ʱ文化
1998　ہޫ؍ 年

59 四条三坊ࣣ町 発掘
江戸〜౧ࢁの土坑・井戸・柱穴・溝、室町〜חの土坑・柱穴・
溝、平安後期の土坑なͲ

ʰত 54 年度　京都市埋ଂ文化財調査֓ཁʱ財ஂ
๏ਓ京都市埋ଂ文化財ڀݚ所　2012 年

60 四条三坊ീ町 掘ࢼ
地ද下 0�9 ̼で室町のแ含、地ද下 1�0 ̼で室町の土坑と
平安の土坑

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成６年度ʱ文化
1995　ہޫ؍ 年

61 四条三坊ീ町 発掘
ۙੈॳ಄の土坑、室町〜ח後半の地下室・土坑・溝・井戸、
前半〜平安後期の土坑・溝、平安前期の土坑、ੜ後ח
期の溝、前期の土坑なͲ

平ඌʮ平安京左京四条三坊ീ町跡・ӊؙޚ池
遺跡ʯh 京都市埋ଂ文化財ڀݚ所発掘調査報告　
2013-2ʱ埋文2013　ݚ 年

62 四条三坊ീ町 ཱ会 地ද下 0�93 ̼以下で平安後期のแ含
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成９年度ʱ文化
1998　ہޫ؍ 年

63 四条三坊ീ町 ཱ会 地ද下 1�3 ̼で江戸の井戸、మᕥ・ϑΠΰなͲが出土する
ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成９年度ʱ文化
1998　ہޫ؍ 年

64 四条三坊ീ町 ཱ会
地ද下 1�38N でۙੈแ含、江戸ॳ期のํ形土坑、՚南三
寺ࣘֆなͲが出土したߴ・൫࠼

ʰ京都市遺跡ཱ会調査֓報　平成９年度ʱ文化
1998　ہޫ؍ 年

65 四条二坊十Ұ町 発掘 堀খ࿏Αり東にٴͿྲྀ࿏、室町後半の土器
ʰ６　平安京左京四条二坊 ʮɦত 59 年度　京都
市埋ଂ文化財調査֓ཁʯ財ஂ๏ਓ京都市埋ଂ文化
財ڀݚ所　1987 年

66 四条二坊十Ұ町 発掘
平安中期の溝、平安後期〜חの井戸・土坑、室町の溝・
井戸・土坑・柱穴、ரܕ。౧ࢁ〜江戸前期の溝・ࡤ・࿏面
なͲ

ʰ４　平安京左京四条二坊 ʮɦ平成９年度　京都市
埋ଂ文化財調査֓ཁʯ財ஂ๏ਓ京都市埋ଂ文化財
所ڀݚ 1999 年

67 四条三坊四町 発掘
平安の井戸、חの井戸・土坑、室町の井戸・土坑・地下室、
江戸ॳ಄の井戸・土坑。ੜ土器なͲ

東༸Ұʮ平安京左京四条三坊四町・ӊؙҁখ࿏
遺跡ʯh 京都市埋ଂ文化財ڀݚ所発掘調査報告　
2015-15ʱ埋文2016　ݚ 年

68 四条二坊十六町 発掘
༉খ࿏東ங地のࠟ跡とみられるߴまり、中ੈの北二と北
三のڥに֘するখܘ、ۙੈ前期の町屋と半地下式穴、
ۙੈの建物・井戸・ྲྀし・છ৭に関Θる༼跡なͲ、

௰ࢤ（編）村ඌਓ　Տ野ຌ༸　ઍྑت३　ߴ
ರʰ平安京左京四条二坊十六町跡・本能寺城跡ʱڮ
文化財株式会社　2017ࡍࠃ 年
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第ᶙষ　調査成Ռ

本ং（図６・７）ج　１

　調査地は東西にいෑ地で、ط設建物のղମ時のコϯΫリーτΨϥなͲで地ද面は地されて

いる。地ද面のඪߴは東側の西洞院通に面した地で 35�6 ̼、西側で 35�8N をଌる。

時代から江ࢁ本తに遺構のॏෳにΑるଯ積で、෦分తにシルτがあり౧ج代の地下はݱ　

戸時代の遺物をแ含する。このを除去し第３・４面とした遺構を検出する。

　調査区西側ではݱ代地直下のඪߴ 35�6 〜 35�7N で遺構面となりج൫（地ࢁ）の࠷ඪߴ

のߴい地は 35�2N である。ج൫となる地ࢁは、第 51  10:36�6 明ԫ৭シルτである。

２　検出遺構    
文化財อޢ՝のࢦಋでは５面での調査であったがج本ংの項で記した通り遺構のॏෳにΑり

４面の遺構面として調査を行った。࣮ࡍには１・２面の時期ࠩはない。また、ח時代Αりݹく

なる遺構の検出はແかった。ここでは主ཁな遺構について記ड़する。

（１）第４面

　土坑、溝なͲを検出した。

土坑 70（図 12　図版８−１）　調査区の西側 :�-22372 ϥΠϯۙで検出した。南をཚに、

北側を土坑に平され東西 0�75N、南北は 1�15N 以্、検出面からのਂさ 0�08N をଌる。ଟくの

Θれるが確ূはない。土師器は੬く、औり্͛時にࢥ形にۙい土師器が出土して͓り土坑ุと

খഁยになり、また、߹がしにくい状ଶであった。８# 期とࢥΘれ、室町時代前半にあたる。

溝 77（図７・８　図版８−２）　調査区の西側で検出した。検出面での෯ 3�2N、ਂさは北壁

断面で 1�9N をଌる。南東側は建物のコϯΫリーτૅجがਂく、また、北側の東肩෦ཚにΑり

ཚされているが西側の肩෦のཱち্がりから෮ݩすると্面での෯は 3�6N とみられる。北壁断

面図に見られる第 21 Αり্はփ৭のట࠭にԫ৭೪土ϒϩοΫ、５〜 10 ᶲのԁを含

むߗくకまったで、西側から時間で埋めていると͑ߟられる。下の第 25・26 ҉Φリーϒ

փ৭シルτはଳਫとみられる。出土遺物には時期ࠩはない。

北にする 2007 年の調査では溝 77 のԆ෦分に同نの遺構を確認しているが時期తに検౼

をཁするのとࢥΘれる。

表２　遺構概要表

検出した遺構の૯ɿ140

検出面 時期 主な検出遺構

４面 室町時代 土坑 70、溝 77・111・140

　３面　 室町時代〜江戸時代 井戸 127、土坑 123

１・２面　 江戸時代
土坑 95・112・85・87・88・
117、溝 102・107・98・137、
池 86　
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図９　第4面遺構実測図（１：150）
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図12　土坑70平面・断面図（１：20）
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図14　第2・1面平面図（１：150）
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溝 111（図８〜 11　図版８−２、９）　調査区の東側で検出した。検出面での෯ 7�0N、ਂさ

0�9N をଌる。検出面のඪߴは 34�4 〜 34�5N であるが、調査区西側では地ࢁ面のඪߴが 35�1N であ

り、ਂさは 1�5N ほͲあった可能性がある。

埋土はࠇ৭から৭のシルτに１〜５ᶲのԁを含むである。東側肩෦ではΦリーϒ৭

ૈ࠭がଯ積する。この中には 15 〜 30 ᶲのをଟく含み、また瓦・㡤ଟく出土した。東側

の肩෦をิमしたかとࢥΘれるが堀の肩となるにしてはకまりがない。

北にする 2007 年の調査（طԟ調査 38）では溝 111 の西肩のԆ෦分で同༷に溝が検出され

て͓り、西洞院にൺఆしている。

木舞状木製品　溝 111 のఈ面から 0�2N ほͲの೪質土からట࠭のଯ積土から竹ٴͼؙଠࡐ・൘

。の溝にほぼฒ行に検出したを組み߹Θͤた建۩ຢは木舞とみられる遺物を検出した。東西ํࡐ

さ 180 ᶲ、෯ຢは直ܘ 10 ᶲの柱状の木ࡐを෯ 60 ᶲにஔき、間にॎに 110 ᶲほͲの൘

Θれるのの出土が確認されなࢥ状に組んでいる。壁土とࢠを֨ࡐをஔき、ԣに竹ຢはബい൘ࡐ

かったため木舞と断ݴはできないが、柱ࡐのنなͲから建۩ではないとみられる。

図 10 の分ੳࢿྉᶃはΫリ、分ੳࢿྉᶄはλέ、分ੳࢿྉᶅはスΪというथ種同ఆの݁Ռがಘら

れている。

溝 140（図８　図版４−２）　調査区の東端で検出した。ॳは溝 111 が東にଓくとࢥΘれたが、

:�-22�356 ϥΠϯのコϯΫリーτૅج直下で地ࢁが্がって͓り別の遺構としたが、調査した෦

分がڱくগないためৄࡉはෆ明である。西洞院とみられる。
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（２）第３面

井戸 127（図８・13　図版７）　調査区の東側、溝 111 の埋土をって検出した。ԁ形石組井戸

であるが石組のେ半はコϯΫリーτૅجにΑりഁյされる。掘ํの直ܘ 1�8N、石組の๏は直ܘ

0�75N、ਂ さ 1�0N をଌる。石組下෦にܘ 0�5N、ܘ 0�4N、ް さ 0�45N のେきな石（νϟーτ）

で井をด࠹している。出土遺物には土師器・瓦器・মక陶器・ന磁・瓦・㡤なͲが出土して

いるが時期を確ఆできる遺物はない。

土坑 123（図８）　調査区中ԝ෦で検出した。検出面でのنは直ܘ 1�0N、ਂさ 0�3 ̼ある。

埋土はփ৭のシルτでݢ平瓦が３出土した。

（３）第２面

土坑 95・112（図 14・15　図版２、６−３）　調査区のほぼ中ԝ෦で検出した。溝 111 の埋土

をりࠐみ検出した。

土坑 95 は東側をコϯΫリーτૅجに平される。南北 0�6N、東西 0�5 ̼以্、ਂさ 0�25 ̼であ

る。角をଟく、ম土・をΘͣかに含む。時期のΘかる遺物の出土はແい。

土坑 112 は東側をコϯΫリーτૅجに平され、南側は土坑 83 に平される。南北 0�65N、東西

0�6 ̼以্、ਂさ 0�55 ̼をଌる。ԁをଟく含み、ম土・ଟྔに含む。時期のΘかる遺物の出

1

2

⎰
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S N
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10㻤

N

０ 䠎ｍ

図16　溝102平面・断面図（１：40）



−20−

図17　第１面遺構実測図（１：100）
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図18　溝98・137、枡89平面・立面・断面図（１：40）
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土はແい。

溝 102（図 14・16　図版２−２、６−１・２）　調査区の東側で検出した。検出面での෯ 0�4 ̼、

ਂさ 0�15N で、:�-22354 ۙから :�-22366 ۙまで 12N にΘたり検出したが、్中の :�-

22360 から :�-22365 ϥΠϯまでは他遺構とのॏෳにΑり平されている。ؙ瓦を半ͣͤࡋに土

としてつな͛ていたとみられ、11 本分を確認している。西と東で 19 ᶲのߴࠩがあり西から

東の西洞院に͚ࣼする。

溝 107（図 14・16　図版２−２、６−１・２）　:�-22358 ϥΠϯで溝 102 に直ަして検出した。

ॏෳ関はෆ明であるが溝 102 同༷に瓦土をෑ設していたのとみられる。

（４）第１面

池 86・桝 89・漆喰溝 98・137（図 14・17・18　図版１−２・５）　調査区の中ԝ෦から東側

で検出した。࣫ ۬の池 86 とͦの中にある࣫۬でݻめた土坑 85・土坑 87 で池を構成するとみられる。

桝 89 は๏でล 0�25、ล 0�3 ̼の࣫۬でられた桝。南西から溝 137 が桝にଓし、南か

ら溝 98 にଓする。溝 98 は直角にۂがり東の西洞院にྲྀれࠐむとみられ、溝 98 の桝との߹

෦と東端で 13 ᶲのߴࠩがある。溝 98・137 とに࣫۬で溝をり্面はፏ平な原石で蓋を

している。

土坑 88（図 14　図版１−１）　:�-22362 ϥΠϯۙで検出した土坑。南・西側をコϯΫリー

τૅجにΑり平される。さ 1�0N 以্のෆਖ਼形な土坑とみられる。埋土はփ৭ట࠭の୯

で、土師器がଟく出土した。12# 期の土師器である。

土坑 117（図 14）　調査区西側で溝 111 埋土をりࠐみ検出した。西側と南西側をコϯΫリー

τૅجに平される。東西 1�45N、南北 0�5N、ਂさ 0�15N をଌる。埋土はփԫ৭ట࠭の୯

である。土師器、施釉陶器、かん͟しなͲۙੈの遺物が出土している。
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３　出土遺物
（１）遺物の֓ཁ

ճの調査では、遺物収ೲコϯςφにしてࠓ 26 ശ出土した。金属製品はかん͟しとみられるಔ製

品１、石製品は石ӓが 1 出土している。木製品では、木舞とみられる木と竹を組んͩ製品が

出土したが、੬く形状をอつことができͣ、औ্͛はෆ可能であったため、์ࣹ性年代ଌఆ・थ

種同ఆにඞཁなอଘ状ଶのྑい෦分のみをऔり্͛た（図 10）。

出土遺物の時期は室町時代から江戸時代を中৺に出土した。平安時代・ח時代の遺物はখย

ののがଟく、ごくۇかである。

（２）出土遺物　　

土坑 70（図 19　図版 10 −１）

土師器のみ出土した。ࡼ 4（２〜８）とࡼ /（９）がある。１はࡼ 4 とみられるがഁย߹できͣ、

断面の࣮ଌにとͲめた。２はܘޱ 8�8 ᶲ、器ߴ 2�2 ᶲ。３はܘޱ 9�0 ᶲ、器ߴ 2�3 ᶲある。共にମ෦

はؙみをって֎し端෦は平ࠎに収める。４〜８は10�7ܘޱᶲ〜13�4ᶲ、器2�3ߴᶲ〜4�1ᶲある。

ఈ෦からମ෦はؙみを࣋ち۶ۂしてཱち্がる。端෦はؙくఠみ্͛るΑうに収める。土

は２・６・８はփന৭をఄしਫ਼ྑ、１・３〜５・７はԫᒵ৭でਫ਼ྑであるがとにอଘ状ଶѱく੬い。

９はࡼ ܘޱ。/ 11�8 ᶲである。ମ෦は؇く۶ۂして֎し、端෦はܰく্ํにؙく収める。

溝 77（図 19　図版 10 −２）

10・11 土師器ࡼ 4I。10 はܘޱ 5�8 ᶲ、器ߴ 1�6 ᶲ。11 はܘޱ 7�4 ᶲ。ޱԑ෦は֎ํに։く。

12・13 はࡼ 4。12 はܘޱ 7�8 ᶲ、器ߴ 1�9 ᶲ。13 はܘޱ 10�2 ᶲ、器ߴ 2�4 ᶲ。とに端෦は্

ํにཱち্がる。ఈ෦֎面はΦサΤ。ମ෦から面はφσを施す。８# 期である。

14 は瓦器。ܘޱ 7�8 ᶲ、ఈܘ 3�2 ᶲ、器ߴ 2�6 ᶲ。断面三角形のߴをுり͚る。֎面下半

はΦサΤ、্半はϤコφσを施す。面はԣํのϛΨΩをஸೡに施している。

15 は輸入੨磁ޱԑ෦。ܘޱ 16�4 ᶲ。

16 はふいごとࢥΘれる。શ面をφσ・ΦサΤで調している。ํ側がഁଛするがඃをड͚て

表３　遺物概要表

時代 ༰ コϯςφ
ശ " ϥϯΫ # ϥϯΫ $ ϥϯΫ

平安・
時代ח

土師器　須ܙ器　瓦
器　釉陶器

室町時代

土師器　瓦器　瓦質
土器　施釉陶器　ম
క陶器　輸入陶磁器
土製品　瓦

土師器 23 　瓦器１　
瓦質土器１　施釉陶器４　
輸入陶磁器２　土製品１　
瓦５

室町時代
〜

江戸時代

土師器　瓦質土器　
施釉陶器　মక陶器
輸入陶磁器　磁器　
土製品　瓦　石製品
金属製品

土師器９　施釉陶器２　
磁器１　土製品１　瓦７
㡤１　金属製品１　
石製品１

土師器３
釉陶器 4 
輸入陶磁器１

ܭ߹ 30 ശ ܭ߹ 60 （５ശ） １ശ 24 ശ

˞コϯςφの߹ܭは、ཧ後遺物のந出・෮ݩなͲにΑり４ശଟくなっている。
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−26−

いる。֎面にはみ֪とみられるѹࠟがଟく認められる。

17 は্࠷で出土した。ᖷᖻのു。ܘޱ 18�0 ᶲでޱԑ端෦にϔϥでԡѹしたき͟みを施して

いる。

18・19 はؙݢ瓦である。18 は֎区֎ԑ・च෦͚ͩのため文༷はෆ明である。

19 はീห࿇՚ؙݢ瓦とࢥΘれる。中にʮკʯをし、֎ԑにचをめ͙らす。瓦෦্面

にؙ瓦をのͤ߹する。߹෦ཪ面はԁपํにφσ。ؙ瓦෦ತ面はॎํのφσ。Ԝ面は。

側面はέズリにΑる調。

土坑 123（図 19　図版 13 −３〜５）

20 から 22 は಄文ݢ平瓦。21・22 は্෦֎区にच文を施す。20・22 の平瓦Ԝ面は、ತ面

はΦサΤとφσ。21 は平瓦Ԝ面はφσ。20 の面にはϔϥ記号がある。

溝 111（図 19　図版 11 −１）

23・24 は土師器ࡼ 4I。23 はܘޱ 6�2 ᶲ、器ߴ 1�9 ᶲ。24 はܘޱ 6�3 ᶲ、器ߴ 1�5 ᶲ。24 はࣼめ

্ํにମ෦が։く。ମ෦֎面はΦサΤ。ޱԑ෦から面はϤコφσ。

25 から 31 は土師器ࡼ ܘޱ。4 8�6 ᶲ〜 12�0 ᶲ、器ߴ 1�8 ᶲ〜 2�1 ᶲ。ମ෦֎面はΦサΤମ෦

面からޱԑ෦はϤコφσ、ఈ෦面はφσにΑる調。25・26 はޱԑ෦にഗがணする。

32 は瓦質のു。ܘޱ 13�4 ᶲ、ఈܘ 12�4 ᶲ、器ߴ 6�1 ᶲ。ઙい $ ԑ端෦は直ޱのମ෦でܕࣈ

ཱしؙく収まる。ߴはష͚ߴで、ߴく֎側に౿んுる。ఈ෦面はφσ。ମ෦面か

らޱԑ端෦はϤコφσ。ମ෦֎面はஸೡなϤコのϛΨΩを施している。

33 から 36 は施釉陶器。33 はఱのఈ෦。ఈܘ 4�2 ᶲ。έズリ出しߴである。

34・35 は34。ࡼ はܘޱ 10�0 ᶲ、ఈܘ 5�8 ᶲ、器ߴ 2�1 ᶲ。ఈ෦֎面を除き҉いΦリーϒԫ৭の

釉を施す。ߴ端面は釉ϋΪがみられる。35 はܘޱ 10�1 ᶲ、ఈܘ 6�0、器ߴ 2��5 ᶲ。փന৭の釉を

શ面に施す。見ࠐみはかなΦリーϒԫ৭をఄす。とにり出しにΑるくখさいߴがく。

36 はݹ戸のԷࡼ。ఈܘ 7�6 ᶲ。釉は面のみにみられ、୶いઙԫᒵ৭の釉である。

37・38 は輸入੨磁。37 はࡼ。ఈܘ 2�8 ᶲの平ఈをఄす。見ࠐみに༷を施す。38 は。ఈܘ 5�8 ᶲ。

直ཱするέズリ出しߴで、ߴ端෦から֎面に施釉を施す。見ࠐみと面に༷を施す。

土坑 88（図 20　図版 12 −２）

39 から 42 は土師器ࡼ ܘޱ。/ 5�0 〜 5�6 ᶲ。器ߴ 1�3 〜 1�6 ᶲ。面はஸೡなφσ্͛。֎面

にはΦサΤの跡を明ྎにす。

43・44 は土師器ࡼ 4。43 はܘޱ 10�2 ᶲ、器ߴ 1�8 ᶲ、44 はܘޱ 11�4 ᶲ、器ߴ 2�2 ᶲ。とに

面ମ෦ཱち্がり෦に明ྎなݍઢを༗す。44 は 1 か所にখࢦのઌほͲのେきさのࣖをつ͚る。

面には࣫がશ面にணし、ϋέのࠟ跡る。これらの土師器は 12# から 13" 期にあてられる。

45 はभܥの施釉陶器。ܘޱ 11�0 ᶲ、ఈܘ 3�8 ᶲ、器ߴ 6�0 ᶲ。

土坑 117（図 20　図版 11、13 −６）　

46 は土師器ࡼ /。ମ෦のΦサΤࠟにがる。ܘޱ 5�5 ᶲ、器ߴ 1�2 ᶲ。

47・48 はࡼ 4 である。47 はܘޱ 9�5 ᶲ、器ߴ 1�8 ᶲ。48 はܘޱ 10�3 ᶲ、器ߴ 2�1 ᶲ。14 期である。
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図21　出土遺物３（１：４）
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49 は、ං前ܥ陶器のുఈ෦。いΘΏる三ౡखである。土は৭をఄし、見ࠐみには࠭が

７か所ある。ఈ෦ܘ 10�8 ᶲ。

50 は、ං前ܥの磁器ᆵである。ఈ෦ܘ 4�8 ᶲ。

51 は㡤とࢥΘれるが্面はすりു状にۼみݚຏされたΑうにຏかれている。側面にはखூりで

ඳかれたとࢥΘれるがҰ条ある。࠷େ 4�1 ᶲ。

52 はかん͟しとࢥΘれるಔ製品。ݱ状のさ 7�3 ᶲ、෯ 0�8DN である。

溝 102（図 21　図版 12 −１）

53 から 57 は瓦製の土である。ۄԑ෦のܘ 10�3 ᶲ〜 10�8 ᶲ、端෦ 12�5 ᶲ〜 14�2 ᶲ、さ 12�5 ᶲ〜

14�2 ᶲ、࠷େܘは 14�6 ᶲ〜 15�6 ᶲある。ۄԑ෦はく 0�7 ᶲ〜 1�4 ᶲである。面にはをし、

。ている্͛にέズル。֎面はશ面にφσてԑはφσ、端෦面はԣํۄ

土坑 89（図 21）

58 は石ӓ。෮ݩ直ܘ 37�4 ᶲ、ߴさ 7�2 ᶲ、ॏさ 8�5 ᶵをଌるՖቋؠ製である。࣠穴はӓ面のほ

ぼ中৺にઠたれるとみられる。半分のഁยから෮ݩすると、ӓ面は࣠穴を中৺にീ分ը６〜８

溝式で、溝はઙく෯にூられӓ面पԑにまでୡしている。

59・60 は第１面検出時に出土した（図 20　図版 13 −１）。

59 はؙݢ瓦の֎区च文のみのഁยである。

60 はݘとみられる土製品。
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表４　出土遺物観察表

ࡌܝ
番号 器種 器形 出土遺構 ܘޱ

（ᶲ）
器ߴ

（ᶲ）
ఈܘ

（ᶲ） ৭調・土 උߟ

１ 土師器 ࡼ 4 土坑 70 10:37�4 にͿいᒵ　石・石ӳ・νϟー
τ含む　ີ

２ 土師器 ࡼ 4 土坑 70 8�8 2�2 10:38�2 փന　石・石ӳ・νϟーτ
含む　ີ

３ 土師器 ࡼ 4 土坑 70 9�0 2�3 5:36�6 ᒵ　石・石ӳ・νϟーτ含む
　ີ

４ 土師器 ࡼ 4 土坑 70 10�7 	2�9
 10:38�3 ઙԫᒵ　石・石ӳ・νϟー
τ含む　ີ

５ 土師器 ࡼ 4 土坑 70 11�9 	2�3
 7�5:38�3 ઙԫᒵ　石・石ӳ・νϟーτ・
৭ཻࢠ含む　ີ

６ 土師器 ࡼ 4 土坑 70 13�1 3�5 10:38�2 փന　石・石ӳ・νϟーτ・
৭ཻࢠ含む　ີ

７ 土師器 ࡼ 4 土坑 70 13�1 4�1 7�5:38�3 ઙԫᒵ　石・石ӳ・νϟー
τ含む　ີ

８ 土師器 ࡼ 4 土坑 70 13�4 3�5 10:38�2 փന　石・石ӳ・νϟーτ・
৭ཻࢠ含む　ີ

９ 土師器 ࡼ / 土坑 70 11�8 	2�0
 10:38�4 ઙԫᒵ　石・石ӳ・νϟーτ・
৭ཻࢠ含む　ૈ

10 土師器 ࡼ 4I 溝 77 5�8 1�6 10:38�3 ઙԫᒵ　石・石ӳ含む　ີ

11 土師器 ࡼ 4I 溝 77 7�4 （1�4） 5:37�6 ᒵ　
石・石ӳ・৭ཻࢠ・含む　ີ

12 土師器 ࡼ 4 溝 77 7�8 1�9 7�5:38�3 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・৭ཻࢠ含む　ີ

13 土師器 ࡼ 4 溝 77 10�2 （2�4）
7�5:38�6 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・৭ཻࠇ・ࢠ৭ཻࢠ含む
　ີ

14 瓦器  溝 77 7�8 2�6 3�2 /4�0 փ、/8�0 փന　
石・ࠇ৭ཻࢠ含む　ີ

15 ੨磁  溝 77 16�4 （3�9） 10:6�1 փ　
石・νϟーτ含む　ີ

16 土製品 ふいご 溝 77 （14�5） 6�1 5 ᶱఔの石・石ӳ・νϟーτ・৭ཻ
ີ　含むࢠ み֪のѹࠟண

17 ᖿᖻ Րࣷ 溝 77 18�0 （7�7） 10:38�3 ઙԫᒵ　
3 ᶱఔの石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

18 瓦 瓦ؙݢ 溝 77 （16�0）ܘ （2�8） 10:37�2 にͿいԫᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

19 瓦 瓦ؙݢ 溝 77 （12�0）ܘ （12�0） /4�0 փ　
5 ᶱఔの石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

20 瓦 平瓦ݢ 土坑 123 （10�5） ෯（9�5） ް（4�3）
/6�0 փ　
3 ᶱఔの石・石ӳ・νϟーτ・Ӣ含
む　ີ

21 瓦 平瓦ݢ 土坑 123 （7�8） ෯（10�5） ް 4�9 2�5:8�1 փന　
石・石ӳ・νϟーτ・Ӣ含む　ີ

22 瓦 平瓦ݢ 土坑 123 （4�4） ෯（6�0） ް（4�9）
2�5:8�2 փന　
3 ᶱఔの石・石ӳ・νϟーτ・Ӣ含
む　ີ

23 土師器 ࡼ 4I 溝 111 6�2 1�9 10:38�3 ઙԫᒵ　
4 ᶱఔの石、石ӳ・νϟーτ含むີ

24 土師器 ࡼ 4I 溝 111 6�3 1�5 10:38�3 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

25 土師器 ࡼ 4 溝 111 8�6 2�1 5:38�4 ୶ᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ・Ӣ含む　ີ ԑ端෦にススணޱ

26 土師器 ࡼ 4 溝 111 9�8 （1�8） 7�5:37�6 ᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ ԑ෦にススணޱ

27 土師器 ࡼ 4 溝 111 10�0 2�0
7�5:37�4 にͿいᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ・৭ཻࢠ含む
　ີ

28 土師器 ࡼ 4 溝 111 10�2 2�0 7�5:38�4 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ・Ӣ含む　ີ

29 土師器 ࡼ 4 溝 111 10�8 2�1 7�5:38�4 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

30 土師器 ࡼ 4 溝 111 11�6 （2�1） 7�5:37�4 にͿいᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

31 土師器 ࡼ 4 溝 111 12�0 1�8
10:38�3 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ・৭ཻࢠ含む
　ີ
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ࡌܝ
番号 器種 器形 出土遺構 ܘޱ

（ᶲ）
器ߴ

（ᶲ）
ఈܘ

（ᶲ） ৭調・土 උߟ

32 瓦質土器 ു 溝 111 13�4 6�1 12�4 /3�0 ҉փ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

33 施釉陶器 ఱ 溝 111 （1�2） 4�2
（）10:38�4 ઙԫᒵ
4 ᶱఔの石・νϟーτ含む　ີ　

（釉）10:33�4 ҉

34 施釉陶器 ࡼ 溝 111 10�0 2�1 5�8
（）2�5:8�2 փന　
石・ࠇ৭ཻࢠ含む　

（釉）5:6�4 Φリーϒԫ
τνϯ跡

35 施釉陶器 ࡼ 溝 111 10�1 2�5 6�0
（）10:38�1 փന　
石・ࠇ৭ཻࢠ含む　

（釉）5:7�2 փന
τνϯ跡

36 施釉陶器 戸Էݹ
ࡼ 溝 111 （1�1） 7�6

（）10:38�3 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・ࠇ৭ཻࢠ・Ӣ含む　ີ

（釉）2�5:7�3 ઙԫ

37 ੨磁 ࡼ 溝 111 （1�5） 2�8
（）5:8�1 փന
石・ࠇ৭ཻࢠ含む　ີ

（釉）5:7�2 փന

38 ੨磁  溝 111 （5�0） 5�8
（）/7�0 փന
石・ࠇ৭ཻࢠ含む　ີ（釉）7�5:5�2
փΦリーϒ

39 土師器 ࡼ / 土坑 88 5�4 1�3 7�5:38�4 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

40 土師器 ࡼ / 土坑 88 5�6 1�6
7�5:37�3
にͿいԫᒵ　石・石ӳ・νϟーτ・
Ӣ含む　ີ

41 土師器 ࡼ / 土坑 88 5�0 1�4
10:37�4
にͿいԫᒵ　石・石ӳ・νϟーτ含
む　ີ

42 土師器 ࡼ / 土坑 88 5�6 1�3
10:37�3
にͿいԫᒵ　石・石ӳ・νϟーτ含
む　ີ

43 土師器 ࡼ 4 土坑 88 10�2 1�8 2�5:4�1 ԫփ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

44 土師器 ࡼ 4 土坑 88 11�4 2�2
（）7�5:34�1
　ີ　փ　石・νϟーτ含む

（࣫）7�5:34�6 
࣫ணʁ

45 施釉陶器  土坑 88 11�0 6�0 3�8
（）5:7�2 փന　
石・νϟーτ含む　ີ　

（釉）5:4�2 փΦリーϒ

46 土師器 ࡼ / 土坑 117 5�5 1�2 7�5:36�4 にͿいᒵ　
石・石ӳ・Ӣ・৭ཻࢠ含む　ີ ମ෦֎面

47 土師器 ࡼ 4 土坑 117 9�5 1�8 10:38�3 ઙԫᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

48 土師器 ࡼ 4 土坑 117 10�3 2�1 7�5:37�3 にͿいԫᒵ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

49 施釉陶器 ു 土坑 117 （6�5） 10�8
（）2�5:35�6 ҉
3 ᶱఔの石・νϟーτ含む　ີ　

（釉）10:35�1 փ
ං前ܥூ三ౡ

50 磁器 ᆵ 土坑 117 （8�9） 4�8
（）2�5:8�1 փന
ਫ਼ྑ　

（釉）2�5:8�1 փന
ං前ܥછ

51 瓦 㡤 土坑 117 （10�7） ෯（9�6） ߴ 4�1 /4�0 փ　
石・νϟーτ含む　ີ

52 金属 かん͟し 土坑 117  7�3 ෯ 0�8 ް 0�15

53 瓦 土 溝 102 10�4  24�3 12�5
（）/8�0 փന　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ　

（֎側）/3�0 ҉փ
େ෯࠷ 14�6 ᶲ

54 瓦 土 溝 102 10�6  26�3 12�8 （）/4�0 փ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ େ෯࠷ 15�2 ᶲ

55 瓦 土 溝 102 10�8  25�7 13�6 （）/4�0 փ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ େ෯࠷ 15�0 ᶲ

56 瓦 土 溝 102 10�3  25�0 14�2 （）/4�0 փ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ େ෯࠷ 14�7 ᶲ

57 瓦 土 溝 102 10�7  25�1 13�8 （）/4�0 փ　
石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ େ෯࠷ 15�6 ᶲ

58 石製品 石ӓ 土坑 89  37�4 ෯ 19�6 ߴ 7�2 ॏさ 8�5 ᶵ　Ֆቋؠ

59 瓦 瓦ؙݢ 第１面
検出中 （13�0）ܘ （5�1） /5�0 փ　

石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ

60 土製品 ਓ形（ݘ）ʁ 第１面
検出中 ॎ（3�2） ԣ（4�9） （2�2）ߴ 10:37�3 にͿいԫᒵ　

石・石ӳ・νϟーτ含む　ີ
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第ᶚষ　まとめ

本調査は４面で行った。しかし１・２面とした遺構面の出土遺物はほとんͲ時期ࠩがない。調

査成Ռから地では江戸時代以降、西洞院通に沿い町屋が形成され、ͦの町屋は、࣫۬の池࣫

۬でられፏ平な石で蓋をした溝なͲの施設をうのであった。

い遺構は、土坑ݹ࠷ճの調査でࠓ 70・溝 77 でとに出土遺物から室町時代前半（８# 期）に

あてられる。これらの時期にあたる遺構はほかに検出していない。

ᕥிᅄ᮲ᆓ༑⏫

N

０ 㻞㻜ｍ

西
洞
院
大
路

Ἔ
ᑠ
路

භゅᑠ㊰

ᅄ᮲ᆓ㛛ᑠ㊰

ㄪᰝ31

ㄪᰝ㻠㻜

ㄪᰝ㻠1

ㄪᰝ39
ㄪᰝ38

図22　左京四条二坊十五町遺構概略図（１：1,000）
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これまでの左京四条二坊十五町の発掘調査ではח時代以前の遺構の検出はඇৗにগない。

調査 38 では平安時代後期の井戸１ج、調査 39 では平安時代中期の土坑１جとח時代ॳ期の土

坑１ج、Ұ町の北東۱にあたる調査 41 では平安時代後期の土坑１جの検出にとͲまっている。ࠓ

ճの調査で平安時代の遺構は確認していない。遺物では平安時代の釉陶器のඍย、ח時

代とࢥΘれれる瓦器土師器がΘͣかに出土しているにա͗ない。

溝 77 について

平安京条坊෮ݩの西洞院େ࿏西ங地ਪఆ৺から10N西で溝77を検出した。検出面での෯3�2N、

ਂさ 1�9N をଌる南北ํの溝である。調査ൣғがڱいため溝になるかはෆ明であるが、北にす

る調査 38（第ᶘষʕ２　طԟの調査　以下同じ）で同نの南北ํの溝 4%28 を確認している。

ઓࠃ時代、֘地にはʮ下京惣構ʯがஙかれていた。༉খ࿏から四条坊খ࿏、西洞院େ࿏を

北্し三条まで構があったとされている。調査 31 では四条坊খ࿏の南に沿い東西ํの堀跡を

検出し下京惣構のߺにਪఆしている（図 22）。南北ํの構はこれまでの調査で確認はしていない

が、溝 77 と調査 38 検出の 4%28 を下京惣構のߺにਪఆすることできる。

溝 111 について

調査 38 で溝 4%22 を検出した。16 の遺物が出土して͓り、左京四条二坊十五ࠒ前半から中لੈ

町の地に本能寺がҠసする直前に地した西洞院にਪఆしている。西肩を確認しているが、東

肩は調査区֎になるため検出していない。

ճの調査で確認した溝ࠓ 111 の西肩は :�-22364 ϥΠϯۙで検出して͓り、4%22 の西肩の南

ਐ෦分に߹கする。このことからॳ溝 111 を西洞院とఆした。調査のਐにい東側肩෦

のཱち্がりが確認でき溝 111 は෯７̼であることが明した。また東肩から１̼の :�-22356

ϥΠϯから東側に࠶度མちࠐむ溝 140 を確認した。調査 41 では西洞院の西肩を :�-22360 ϥΠ

ϯۙで検出している。調査 40 では、:�-22357 ϥΠϯに調査区の中৺があるが、ほぼ西洞院

の中にあたる。左京四条二坊十五町以֎での西洞院西肩の確認は 1982 年調査の左京二条二坊

十四町で検出されている。この時の検出࠲ඪは :�-22368 ϥΠϯである。このΑうに西洞院の

西肩の検出Ґஔは出入りがある。େ࿏にうՏなので直ઢతにられていたとࢥΘれるが、検

出ྫがগなく調査事ྫの積み্͛をつしかない。

溝 111 を西洞院とは別の遺構と͑ߟて溝 140 を西洞院にఆすると、2020 年調査の左京二

条三坊四町で確認した東肩が :�-22347 ϥΠϯにあり、西洞院の෯は９̼になる。また江戸

時代には町名があらΘすੜがあったとされている。溝 111 出土遺物からは本能寺のม後શに

埋められている。

木舞について

南北ํの溝 111 の東肩に沿って木舞とみられる木と竹を組んͩ製品を検出した。出土状況は

東から西にյした状ଶに見れる。しかし東肩্に土ญを設ஔしたࠟ跡はコϯΫリーτૅجの直

下になるため確認できなかった。また１̼ほͲ東に溝 140 があり土ญを構ஙしたとはࢥΘれない。
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ۙからは木舞にృる壁土とみられるࠟ跡は確認していない。木舞は壁土を͚たままでのҠಈ

はେมなॏྔになるためෆ可能にۙいが木組み͚ͩなのでغすることは可能であったとࢥΘれ

る。また、木舞の組みํなͲから؆қなのであったとのڭतをう͚た。

木舞のࡐについてथ種同ఆと年代ଌఆ、木舞のแ含されていたփ৭ట࠭のՖค分ੳをύリ

ϊサーϰΣΠ株式会社にґཔし࣮施した。ৄࡉはෟষに報告をࡌܝした。

थ種の分ੳ݁ՌはΫリ・スΪ・λέで、Ֆค分ੳではΠωՊをはじめιό・ϕχόφなͲの

ഓ種があり、पลでのഓ・ར༻をਪఆしている。また์ࣹ性年代ଌఆのྺ年代は 15 とࠒ中لੈ

いう݁Ռをಘた。

調査地は西洞院େ࿏の西側に面したほぼҰ町の中৺の地にあたる。

明ஐޫलํのকとされる者が本能寺のมから 58 年後の江戸時代にあらΘした記録であるʮ本

城惣ӈӴ֮書ʯでは西洞院େ࿏に出てڮのࡍからを入ったとの記ड़があり調査地पลに本能

寺のがఆできた。བ中བ֎図ሯ෩にΑれ四条坊খ࿏はখ࿏南側に下京惣構にうとみら

れるญがඳかれ、六角খ࿏との間には西洞院にڮがՍ͚られている。ͦの西側に本能寺の瓦෪

の建物２౩と൘෪の建物がඳかれている。Ұ町の中৺にあたる調査地に本能寺のなͲをఆす

ることができた。

調査݁Ռからはࠓճの調査では本能寺のมをఆできるম土、ম͚た瓦なͲは検出されͣ、

出土遺物でʮ ʯの瓦の出土なかった。溝 70 は本能寺Ӧ前には埋められているが、北に

する調査 38 での調査成Ռとはେきくҟなっている。བ中བ֎図ሯ෩では本能寺の瓦෪の建物の

東側と南側はӢの下であるがۭؓ地とみることができる。Ֆค分ੳの݁ՌではपลでのιόҴ

のഓをਪఆしている。
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ෟষ　平安京左京四条二坊十五町跡・
本能寺城跡のࣗવՊֶ分ੳ

ύリϊ・サーϰΣΠ株式会社

はじめに

本分ੳ調査では、平安京左京四条二坊十五町跡・本能寺城跡（京都市中京区池須町所在）Αり出

土した木舞のҰ෦とされる木製品のथ種同ఆ・年代ଌఆと、堀ଯ積物のՖค分ੳを࣮施する。

ྉࢼ．１

थ種同ఆࢼྉは、木舞のҰ෦とされる3（ࢿྉᶃ、ࢿྉᶄ、ࢿྉᶅ）である。年代ଌఆにはࢿ

ྉᶃを༻いる。Ֆค分ੳࢼྉは、堀の埋積物1（7区 4%111）である。

２．分ੳํ๏

（１）์ࣹ性ૉ年代ଌఆ

ࢎにΑり（M$(）ࢎりམとして50NHに調する。Ԙྉのද面にணしたటなͲのෆ७物をࢼ

Ԙࢎ可༹成分を除去、ਫࢎ化φτリϜ（/B0)）にΑり২ࢎΞルΧリ可༹成分を除去、Ԙ

ॲཧࢎ・ΞルΧリ・ࢎ）可༹成分を除去するࢎԘࢎにΑりΞルΧリॲཧ時にੜ成したࢎ

"""�"DJE "MLBMJ "DJE）。ೱ度はԘࢎ、ਫࢎ化φτリϜ共に1NPM�-である。

は&MFNFOUBS（するݩమを৮ഔとしਫૉでؐ）化ૉのਫ਼製、άϥϑΝΠτ化ࢎྉの೩ম、二ࢼ

社のWBSJP *40501& DVCF と*POQMVT社の"HF3を࿈݁したࣗಈ化ஔを༻いる。ॲཧ後のάϥϑΝ

Πτ・మคࠞ߹ࢼྉを/&$社製のϋϯドϓϨス機を༻いて1ܘNNのにϓϨスし、ଌఆࢼྉと

する。ଌఆはλϯσϜՃ器をϕースとした14$-".4ઐ༻ஔ（/&$社製）を༻いて、14$のܭ

、13$ೱ度（13$�12$）、14$ೱ度（14$�12$）をଌఆする。".4ଌఆ時に、ถཱࠃࠃඪ४ہ

（/*45）からఏڙされるඪ४ࢼྉ（)09-ᶘ）、ࡍࠃ原ྗࢠ機関からఏڙされるඪ४ࢼྉ（*"&"-$6

）、όοΫάϥϯドࢼྉ（*"&"-$1）のଌఆ行う。Ў13$はࢼྉૉの13$ೱ度（13$�12$）

をଌఆし、ج४ࢼྉからのͣれをઍ分ภࠩ（̄）でදしたのである。์ࣹ性ૉの半ݮ期は

-*##:の半ݮ期5568年を༻する。また、ଌఆ年代は1950年をجとした年代（#1）であり、ޡ

ࠩはඪ४ภࠩ（0OF 4JHNB�68�）に૬する年代である。ଌఆ年代のදࣔํ๏は、ֶࡍࠃ会でのק

告にैう	4UVJWFS � 1PMBDI 1977
。また、ྐྵ年ֱਖ਼༻にҰܻまでදした記す。ྐྵ年ֱਖ਼に༻

いるιϑτΤΞは、0Y$BM4�4	#SPOL2009
、ֱਖ਼ۂઢは*OU$BM20 	3FJNFS FU BM�2020
である。

（２）Ֆค分ੳ

の除去、0�25NNのᝲにΑるᝲ別、ॏӷ（ष化ࢎ化ΧリϜにΑる২ࢎྉ10Hについて、ਫࢼ

ѥԖɼൺॏ2�2）にΑる༗機物の分、ϑο化ਫૉࢎにΑる߭物質の除去、Ξητリシス（ແਫਣࢎ
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9ɿೱེ1ࢎのࠞ߹ӷ）ॲཧにΑる২物遺ମ中のηルϩースの分ղを行い、Ֆคをೱ集する。ᕓを

άリηリϯで෧入してϓϨύϥーτを࡞成し、400ഒのޫֶݦඍڸ下で、同ఆ・ܭする。同ఆは、

社อ༗のݱੜඪ本をはじめ、&SEUNBO	19521957
、'BFHSJ�*WFSTFO	1989
なͲのՖค形ଶに関す

る文ݙ、ౡ	1973
、中村	1980
、౻木・খᖒ	2007
、三ほか	2011
の࢈২物のՖค写真集

なͲをߟࢀにする。

݁Ռは同ఆ・ܭ݁ՌのҰཡද、ٴͼՖค化石܈集のҐ分図としてදࣔする。図ද中でෳ

の種ྨをϋΠϑΥϯで݁んͩのは、種ྨ間の区別がࠔなのをࣔす。図中の木本Ֆคは木本Ֆ

ค૯を、本Ֆค・シμྨ๔ࢠは૯からෆ明Ֆคを除いたをͦれͧれجとして、ඦ分で

出ݱをࢉ出し図ࣔする。

（３）थ種同ఆ

ੜࡐは、ంを༻いて木ޱ（ԣ断面）・ຝ（์ࣹ断面）・൘（ઢ断面）の3断面のยを࡞

成する。ΨϜΫϩϥールで෧入、ޫֶݦඍڸで木ࡐ組৫の種ྨྻを؍する。ࡐ組৫の特を

別σーλϕースとൺֱして種ྨ（分ྨࣝࡐ木࢈所の日本ڀݚ߹ੜඪ本͓Αͼಠཱ行๏ਓྛ૯ݱ

。を同ఆする（܈

な͓、木ࡐ組৫の名শ特は、ౡ地・ҏ東	1982
、8IFFMFS他	1998
、3JDIUFS他	2006
をߟࢀ

にする。また、日本࢈木ࡐの組৫ྻは、ྛ	1991
ҏ東	19951996199719981999
をߟࢀにする。

３．݁Ռ

（１）์ࣹ性ૉ年代ଌఆ

݁Ռをද１、図１にࣔす。ࢼྉのอଘ状ଶはྑ

くఆ๏での分ੳॲཧが可能であり、ଌఆにඞཁな

άϥϑΝΠτは十分ಘられている。ࢿྉᶃの同Ґ

ମิਖ਼を行ったは、430ʶ25#1である。ྐྵ年ֱ

ਖ਼は、େؾ中の14$ೱ度がҰఆで半ݮ期が5568

年としてࢉ出された年代にରし、ա去のӉઢ

中の14$ೱ度のؾ磁のมಈにΑるେٿ度地ڧ

มಈ、ͦの後గਖ਼された半ݮ期（14$の半ݮ期

5730ʶ40年）をֱਖ਼することにΑって、ྐྵ年代に
図1.暦年較正結果
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図１　暦年較正結果

表 1. 放射性炭素年代測定結果

ྉࢿ 性状 ํ๏
ิਖ਼年代

（ྐྵ年ֱਖ਼༻）
#1

Ў 13$
（̄）

ྐྵ年ֱਖ਼年代
$PEF /P�

年代 確 �

ྉᶃࢿ 木ࡐ
Ϋリ

"""
	1.


430 ʶ 25
	432 ʶ 24


-25�40
ʶ 0�76

М DBM "% 1438 - DBM "% 1463 513 - 488 DBM#1 68�3 :6-
15074

QBM-
139002 М DBM "% 1426 - DBM "% 1488 525 - 462 DBM#1 95�4

1）年代のࢉ出には、-JCCZ の半ݮ期 5568 年を༻。
2）#1 年代は、1950 年をجとしてԿ年前であるかをࣔす。
3）記したࠩޡは、ଌఆࠩޡМ（ଌఆの 68�2� が入るൣғ）を年代にࢉした。
4）""" は、ࢎ・ΞルΧリ・ࢎॲཧをࣔす。
5）ྐྵ年のࢉܭには、0Y$BM W4�4 を༻
6）ྐྵ年のࢉܭには 1 ܻまでࣔした年代を༻。
7）ֱਖ਼σーλーηοτは、*OU$BM20 を༻。
8）ֱਖ਼ۂઢֱਖ਼ϓϩάϥϜがվਖ਼された߹のࢉܭ࠶ൺֱが行いすいΑうに、1 ܻをؙめていない。
9）౷ܭతに真のが入る確は、Мが 68�2�、2 Мが 95�4� である
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͚ۙͮるख๏である。ֱਖ਼༻σーλーηοτは、*OU$BM20 	3FJNFS FU BM�2020
を༻いる。2Мの

は、̲̰̻̖̙1426〜1488である。

（２）Ֆค分ੳ

݁Ռをද２、図２にࣔす。Ֆค化石の検出ྔ、อଘ状ଶと

にී通である。本Ֆคがଟいのが特である。本Ֆค

はΠωՊがଟく、ΠωՊの中にはΠω属のՖค化石を含む。

ഓ種は、Π。いでΞΧβՊ、ϤϞΪ属のՖค化石がଟい࣍

ω属のほか、ιό属、ϕχόφ属が確認される。木本Ֆค

は、Ϛπ属の割߹がଟく、શମの半以্をめる。ͦの

他、コφϥѥ属、ΞΧΨシѥ属、ΤϊΩ属ʕϜΫϊΩ属、Ξ

ΧϝΨシϫ属なͲをう。

（３）थ種同ఆ

݁Ռをද3にࣔす。ࢿྉᶃはΫリ、ࢿྉᶄはλέѥՊ、ࢿ

ྉᶅはスΪに同ఆされた。以下に検出された分ྨ܈の২物

ղֶత所見をड़る。

・スΪ（$SZQUPNFSJB KBQPOJDB 	-� G�
 %� %PO）　スΪՊスΪ

属

๔で構成される。Ծಓのࡉࢷ組৫はԾಓとथํ࣠

早ࡐ෦から൩ࡐ෦へのҠ行はٸで、൩ࡐ෦の෯はൺֱ

తい。थࡉࢷ๔はほぼ൩ࡐ෦に認められる。์ ࣹ組৫はॊ

ݸで、1分野に2ܕはスΪ๔のみで構成される。分野壁ࡉ

がଟい。์ࣹ組৫は୯ྻ、1〜10ࡉ๔ߴ。

・Ϋリ（$BTUBOFB DSFOBUB 4JFC� FU ;VDD�）　ϒφՊΫリ属

じݮをܘにܹٸで֎ݍ、෦は3〜4ྻݍ、でࡐ

たのち、ݮしながらՐԌ状にྻする。ಓは୯ઠを༗

木本花粉 草本花粉・シダ類胞子

木本花粉は木本花粉総数、草本花粉・シダ類胞子は総数から不明花粉を除いた数を

基数として百分率で表した。丸印は 1% 未満を示す。

図 2.　花粉化石群集
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図１　暦年較正結果

表２　花粉分析結果

種　　ྨ
7 区

4%111
木本Ֆค

Ϟϛ属 2
πΨ属 2
Ϛπ属ෳҡଋѥ属 54
Ϛπ属（ෆ明） 56
コϠϚΩ属 1
スΪ属 1
ΫϚシσ属ʕΞサμ属 1
ΧόϊΩ属 1
ϋϯϊΩ属 3
ϒφ属 1
コφϥ属コφϥѥ属 10
コφϥ属ΞΧΨシѥ属 18
Ϋリ属 1
χϨ属ʕέϠΩ属 4
ΤϊΩ属ʕϜΫϊΩ属 18
ΞΧϝΨシϫ属 18
ΧΩϊΩ属 6
ΫサΪ属 3

本Ֆค
ΠωՊ 194
ΧϠπリάサՊ 3
ϛズΞΦΠ属 1
ΫϫՊ 6
ΪシΪシ属 9
サφΤλσઅʕφΪπΧϛઅ 1
ιό属 2
ΞΧβՊ 52
φσシコՊ 5
ΞϒϥφՊ 2
όϥՊ 4
ϚϝՊ 2
ΦϛφΤシ属 1
ϤϞΪ属 58
ϕχόφ属 13
ΩΫѥՊ 13
λϯϙϙѥՊ 15

ෆ明Ֆค
ෆ明Ֆค 17

シμྨ๔ࢠ
ΠϊϞτι属 1
ΞΧΩΫサ属 53
他のシμྨ๔ࢠ 67

ܭ　߹
木本Ֆค 200
本Ֆค 381
ෆ明Ֆค 17
シμྨ๔ࢠ 121
ܭ߹ 	 ෆ明を除く 
 702

ͦの他
ฬཛ 1
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し、壁はަޓ状にྻする。์ࣹ組৫は同性、୯ྻ、1〜15ࡉ๔ߴ。

・λέѥՊ（#BNCVTPJEFBF）

原ੜ木෦のখܘのಓの左ӈに1ରのେܕのಓがあり、ͦの֎側に師෦ࡉ๔がある。これらを

ް壁のણҡࡉ๔（ҡଋৌ）がғんでҡଋを形成する。ҡଋは組৫中にࢄ在し、ෆ੪中৺柱を

なす。

ߟ．４

平安京に͓͚るݹ২ੜに関する調査は、࿈ଓしたଯ積物で

の分ੳはଘ在しないが、แ含遺構をରにしたՖค分ੳ、

২物ࢎܔମ分ੳ、種࣮分ੳが行Θれて͓り、断ยతではある

が、ݹ২ੜมભに関する報がಘられている。これらの݁Ռを

みると、平安時代以降、ഓ২物を含む本ྨの૿Ճが確認され、平安京Ӧのための։発にӨڹ

していると͑ߟられている。ͦ のは10ੈل以降にさらにݦ著になるほか、ഓ種の種ྨ૿

͑るにある。また、木本ྨは平安時代のॳ期はΞΧΨシѥ属コφϥѥ属なͲの༿थがൺֱ

తଟく࢈出し、Ϟϛ属、πΨ属、Ϛπ属、スΪ属なͲの༿थをう組成であったのが、時代を

うຖにϚπ属が૿し、12ੈࠒلにはߴとなる（ύリϊ・サーϰΣΠ株式会社2008なͲ）。ࠓ

ճの7区 4%111堀埋積物のՖค分ੳ݁Ռは、京都市の中ੈ以降のՖค分ੳ݁Ռとྨࣅする。

ΠωՊをはじめ、ΞΧβՊ、ϤϞΪ属なͲ本Ֆคのଟ࢈は、ਓҝతな২ੜཚがසൟにٴんで

いたことをҙຯし、पลは։͚た所であったとਪఆされる。また、ഓ種をみると、ΠωՊՖค

中にはഓ種のΠω属が含まれるほか、ιό属、ϕχόφ属を含むことから、पลでのഓ・ར༻

がਪఆされる。

木本Ֆคでは、Ϛπ属がଟい。Ϛπ属はੜҭのదԠൣғがく、ۃ端なཅथであることから二࣍

ྛの代දతな種ྨである。ਵするコφϥѥ属ΞΧϝΨシϫ属二ྛ࣍を構成する種ྨである。

ΞΧΨシѥ属はৗ༿थྛの主ཁ構成ཁૉであり、ۃ૬ྛを構成するが、中にはΞϥΧシなͲ二

み、Տ沿いྛԑなにଟく見られる種ྨを含む。ΤϊΩ属ϜΫϊΩ属は、明るいྛ地をྛ࣍

Ͳにଟくੜҭする。ࠓճ検出されたՖค化石は、ࢁ地のԑล෦に二ྛ࣍を構成していた種ྨに由

དྷするとࢥΘれる。な͓、Ϛπ属は成が早く、थ形がඒしいことから、京都ではఉԂ؛ޢ

తでଟく২されていたとされて͓り（ඈ田2002なͲ）、২の可能性がある。Ұํ、Ϛπ属は、

෩ഔՖの中で特にՖคੜྔ࢈がଟく、ԕくまでඈࢄする。また、Ֆค֎ບは分ղにରする性

い。このことから、時のྛ中のϚπ属の割߹は、Ֆค化石の割߹ほͲଟくなかったとみられڧ

る。このΑうに、ੜྔ࢈がଟくඈࢄ能ྗに༏れるՖค化石が࣮ࡍの২ੜΑりଟくなるは、Ֆ

ค化石のଯ積機構に関してししじられる（'BFHSJ � *WFSTFO1989なͲ）。

Ұํ、木舞のथ種は、ৗ༿थのスΪ、མ༿༿थのΫリと、λέѥՊ（ີݫに͑ݴथ木で

はない）が確認された。これら3種ྨの特として、割྾性がྑく、ബく྾͚るため、平たくい

෦ࡐがಘすい特がある。このΑうに、検出された種ྨは、いͣれ木舞としてՃするにはద

表 3.　樹種同定結果
ྉ名ࢼ 種ྨ උߟ
ྉᶃࢿ Ϋリ 15$
ྉᶄࢿ λέѥՊ
ྉᶅࢿ スΪ
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した種ྨである。また、์ࣹ性年代ଌఆ݁Ռをྺ年代にࢉすると、15ੈل中ࠒとなる。

Ҿ༻文ݙ

#SPOL 3$� 2009 #BZFTJBO BOBMZTJT PG SBEJPDBSCPO EBUFT� 3BEJPDBSCPO51337-360�

&SEUNBO (�19521PMMFO NPSQIPMPHZ BOE QMBOU UBYPOPNZ� "OHJPTQFSNT 	"O JOUSPEVDUJPO UP QBMZOPMPHZ�

*
�"MNRWJTU�8JLTFMMT539Q�

&SEUNBO (�1957 1PMMFO BOE 4QPSF .PSQIPMPHZ�1MBOU 5BYPOPNZ� (ZNOPTQFSNBF 1UFSJPEPQIZUB

#SZPQIZUB 	*MMVTUSBUJPOT
 	"O *OUSPEVDUJPO UP 1BMZOPMPHZ� **
�"MNRWJTU�8JLTFMMT147Q�

'BFHSJ ,� � *WFSTFO +�19895FYUCPPL PG 1PMMFO "OBMZTJT�5IF #MBDLCVSO 1SFTT328Q�

౻木ར೭・খᖒஐੜ2007155ըا২物Ֆค図ؑ�ΞΫΞコーϥル࢈ౡྻٿླྀQ�

ྛ　ত三1991日本࢈木ݦࡐඍڸ写真集�京都େֶ木質Պֶڀݚ所�

ҏ東ོ1995日本࢈༿थࡐのղֶత記ࡌᶗ�木ࢿ・ڀݚࡐྉ31京都େֶ木質Պֶڀݚ所81-181�

ҏ東ོ1996日本࢈༿थࡐのղֶత記ࡌᶘ�木ࢿ・ڀݚࡐྉ32京都େֶ木質Պֶڀݚ所�66-176�

ҏ東ོ1997日本࢈༿थࡐのղֶత記ࡌᶙ�木ࢿ・ڀݚࡐྉ33京都େֶ木質Պֶڀݚ所83-201�

ҏ東ོ1998日本࢈༿थࡐのղֶత記ࡌᶚ�木ࢿ・ڀݚࡐྉ34京都େֶ木質Պֶڀݚ所30-166�

ҏ東ོ1999日本࢈༿थࡐのղֶత記ࡌᶛ�木ࢿ・ڀݚࡐྉ35京都େֶ木質Պֶڀݚ所47-216�

三ڭ・౻木ར೭・木村༟ࢠ2011日本࢈Ֆค図ؑ�北ւಓେֶ出版会824Q�

中村　७1980日本࢈Ֆคのඪ　ᶗ　ᶘ	図版
�େࡕ市ཱࣗવ࢙ത物ؗ収ଂࢿྉ録　第1213集91Q�

ύリϊ・サーϰΣΠ株式会社2008ষ ࣗવՊֶ分ੳ�京都市埋ଂ文化財ڀݚ所発掘調査報告2008-7平安京ӈ

京六条Ұ坊三町跡（財）京都市埋ଂ文化財ڀݚ所�39-62�

3FJNFS 1� "VTUJO 8� #BSE &� #BZMJTT "� #MBDLXFMM 1� #SPOL 3BNTFZ $� #VU[JO .� $IFOH )� &EXBSET 3�

'SJFESJDI .� (SPPUFT 1� (VJMEFSTPO 5� )BKEBT *� )FBUPO 5� )PHH "� )VHIFO ,� ,SPNFS #� .BOOJOH 4�

.VTDIFMFS 3� 1BMNFS +� 1FBSTPO $� WBO EFS 1MJDIU +� 3FJNFS 3� 3JDIBSET %� 4DPUU &� 4PVUIPO +� 5VSOFZ

$� 8BDLFS -� "EPMQIJ '� #VFOUHFO 6� $BQBOP .� 'BISOJ 4� 'PHUNBOO-4DIVM[ "� 'SJFESJDI 3� ,PFIMFS 1�
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