


　第148回埋蔵文化財セミナー

�6ੂģõàĜ－恭仁宮と長岡京－7

日　程
13時30分　開会あいさつ　
　　　　　　京都府教育庁指導部文化財保護課長　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　正

　　　　　趣旨説明　　　　　　　　　　　　　　　　　筒井崇史
　　　　　　
13時40分　報告１　「恭仁宮跡の最新発掘成果」

　　　　　　　　　京都府教育庁指導部文化財保護課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任　桐井理揮

14時30分　休憩

14時40分　報告２　「長岡京の大路に面した宅地の調査」

　　　　　　　　　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査員　松井　忍

15時30分　休憩

15時40分　報告３　「近年発見された長岡京内の大規模宅地について」

　　　　　　　　　公益財団法人長岡京市埋蔵文化財センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　中島皆夫

16時30分　閉会

主　催　京都府教育委員会
　　　　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター
後　援　長岡京市教育委員会

会　場　長岡京市中央生涯学習センター　メインホール
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恭仁宮跡の最新発掘成果

京 都 府 教 育 庁 指 導 部 文 化 財 保 課 主 任
桐 井 理 揮

１．恭
くにきゅう

仁宮とは

盾並めて　泉の川の　水脈絶えず　仕へまつらむ　大宮処　（『 万葉集』 巻十七）

京都府と奈良県の境に近い木津川市加茂町の瓶
みかのはら

原地域には、現在でも美しい田園風景が

広がっています。万葉集にはこの地の景勝を詠んだ歌が残されています。

天平12（740）年からの６年間、聖武天皇は宮を転々とします。天平12（740）年12月、聖武

天皇によって恭仁宮造営が開始され、平城京から都が遷されました。役人に平城宮から恭

仁宮に引っ越すように命じ、大極殿や回廊などの大きな建物も恭仁宮に移築されました。

恭仁宮では「墾
こ ん で ん え い ね ん し ざ い ほ う

田永年私財法」や「国分寺建立の詔」など、現在でも多くの方が一度は

聞いたことがあるような法令が定められるなど、歴史上の重要な舞台となりました。

京埋セミナー資料 No.148 － 455

第１図　恭仁宮の位置（１/4,000）
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２．恭仁宮の発掘調査

（１）恭仁宮の発掘調査

昭和48年度から続く発掘調査によって、恭仁宮や山城国分寺の姿が次第にわかりつつあ

ります。恭仁宮の範囲は東西約560 ｍ、南北約750 ｍの規模で、「大垣」と呼ばれる大規模

な築地塀に囲まれていました。発掘調査が始まるまでは、１㎞四方と考えられていたので、

想定よりもずいぶんコンパクトな宮であったことが判明しました。

宮の内部の施設については、今年度の調査で朝堂院北東隅が確定したことにより、第２

図のように明らかになりました。

内
だ い り

裏地区　天皇が住まいし、儀式などが行われた場所を内裏といいます。恭仁宮では、

東西約100ｍ、南北約125ｍの規模の「内裏西地区」、東西約110ｍ、南北約140ｍの「内裏東

地区」の２つの区画があったことがわかっています。内裏がふたつ並び立つ様相は他の宮

都では認められない恭仁宮の特徴といえます。

大
だいごくでんいん

極殿院地区　大極殿院とは、宮の中心的な建物である大極殿を取り囲む空間です。恭

仁宮の大極殿と大極殿院の回廊は、平城宮から移築したということが『続日本紀』に書か

れています。平成18・19年度の調査で、大極殿院の回廊の北西隅が一部が見つかっていま

したが、それ以外の地点では大極殿院回廊の痕跡は見つかっていませんでした。令和３年

度の調査では、大極殿院回廊の北東隅および南東隅が想定される地点で調査を行いまし

た。後で述べるように、今年度の調査では、大極殿院回廊の規模を知る手掛かりとなる遺

構を検出しました。都が平城京に戻った後、恭仁宮の大極殿は山城国分寺の施設（金堂）と

して利用されました。

朝
ちょうどういん

堂院・朝
ちょうしゅういん

集院地区　大極殿院の南側には、朝堂院そして朝集院という区画が並びま

す。朝堂院は高官が執務や儀式を行う当時の政治の中心となる場所です。今年度の発掘調

査で、朝堂院の北東隅が見つかり、朝堂院

は東西約117ｍ、南北99ｍの規模であること

が判明しました。

朝集院は、官人が儀式の際に服装を整え、

待機するところです。平成28年度の調査で

四至が見つかり、 東西約134ｍ、 南北約126

ｍであることが確定しました。

写真１　現在も残る塔の基壇
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第２図　恭仁宮の主要区画の規模
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（２）令和３年度の発掘調査

次に今年度実施した発掘調査の成果について紹介したいと思います。今年度は、大極殿

院回廊の南東隅と（南調査区）、北東隅（北調査区）の２箇所で発掘調査を実施しました。

南調査区　大極殿院回廊の南東の隅が想定されている位置に設定した調査区です。大極

殿院回廊と、朝堂院の掘立柱塀がどのように接続していたのか調べることが目的です。

朝堂院の掘立柱塀は、今回の調査区で西に曲がることが明らかとなり、朝堂院の規模が

確定しました（第３図ＳＡ18001、ＳＡ5501）。一方、大極殿院回廊の痕跡は見つかりませ

んでした。大極殿院回廊は地表面に痕跡が残りにくい築地回廊という構造であったことが

分かっています。朝堂院を囲む掘立柱塀が１周することが明らかとなったため、恭仁宮で

は掘立柱塀に築地回廊が取り付く特殊な構造であった可能性が高まりました。

第３図　令和３年度　南調査区とその周辺で見つかった遺構（１/200）
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区画の外側では、4.9ｍ×3.8ｍの浅い掘り込みが見つかり、中から奈良時代の須恵器の

壺や、土師器の鍋などが見つかりました。恭仁宮を造る際、あるいは解体する時に使用し

た土器を捨てた廃棄土坑（ゴミ捨て穴）と考えられます。

また、恭仁宮が造られる前の建物も２棟見つかりました。第３図の黄色で塗った遺構が

恭仁宮よりも前の建物ですが、柱掘方の大きさは恭仁宮のものと比較すると、三分の一程

度であることが分かります。ずいぶん小さく思われるかもしれませんが、当時の建物の規

模としては標準的な大きさです。付近で７世紀後半の須恵器が出土していることから、こ

の建物も同じ時期のものと考えられます。今回の調査地のすぐ北側で2007年に調査を行っ

た際にも同じ規模、主軸の建物が見つかっており、付近に恭仁宮以前の集落があったこと

が分かる貴重な成果です。

実は、恭仁宮の調査では、これまでも恭仁宮以前の人びとの生活の痕跡があちこちで見

つかっており、７～８世紀前半の建物は今回の２棟を合わせ23棟になりました。いずれも、

恭仁宮の建物とは異なり、小規模で主軸も北を向いていないものが多く、周囲の地形に合

わせて建てられていました。これらの建物は、散発的に見つかるというわけではなく、数

棟程度がまとまって見つかる傾向にあります。恭仁宮が造られた段丘上には、このような

IR12E-s

IM17E-s

IM16H-sIM16H-s

IM22D-s

IR09I-s IR01I-s

IM18Q-s

IM18J-s

０ 200ｍ

IR10I-s IM22H-s

IN05G-s

５～６世紀の古墳

恭仁宮期以前の建物
（７・８世紀）

概報 主軸
調査年度 （ °） (間) (間)
1975 N （SB4901） N-7-E ２↑ １↑
1975 H1 （SB4902） N-7-E － ２↑
1975 H1 （SB4903） N-11-E 2 2
1978 IL01J-s (SB5209) N-3-E ２↑ ２↑
1981-1 HJ21A-s ＳＢ5508 N-7-E 1 2
1983 IS18V-s ＳＢ5701 N-8-E 2 2
1983 JK15S-s ＳＢ5703 N-4-E 2 3
1983 JK15S-s ＳＢ5704 N-4-E 2 3
1985 IN21O-s ＳＢ5902 W-４-N 2 3
1985 IN21O-s ＳＢ5903 W-４-N 2 3
1985 IN21O-s ＳＢ5904 N-0 1 3↑
1988 IO24L-s ＳＢ6203 W-４-N 2 １↑
1988 IO24L-s ＳＢ6205 W-５-N ４↑ ２↑
1988 IO24L-s ＳＢ6201 W-1-N 3 2
1991 IN09N-s ＳＢ8904 N-10-E 2 2
1991 IO04N-s ＳＢ8911 N-10-E 2 １↑
1991 IO04N-s ＳＢ8903 N-12-E 2 2
1992 JK10T-s ＳＢ9002 W-2-S 2↑ 4
1997 HN16I-s ＳＢ97102 W-15-S ２↑ ２↑
2007 IM05F-s ＳＢ0701 W-７-S 2 3↑
2009 IS09I-s ＳＢ0802 N-4-E ２↑ 3↑
2022 IM05F-s ＳＢ22001 N-７-E １↑ ２↑
2022 IM05F-s ＳＢ22001 ー １↑ ー

地区名
梁間 桁行

遺構名

2022 IM05F-s ＳＢ22001 N-７-E １↑ ２↑
2022 IM05F-s ＳＢ22001 ー １↑ ー

「↑」は一部検出したのみで、以上を示す。

第４図　恭仁宮が造られる前の集落と古墳（表は７・８世紀の建物）
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第５図　令和３年度　北調査区とその周辺で見つかった遺構（１/200）

小規模な集落がいくつか存在したと考えられます。文献史料によると、恭仁宮ができる以
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北調査区　北調査区は、大極殿院回廊の北東の隅が想定されている位置に設定した調査
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調査区の３箇所では、大極殿院回廊を造った際の工事の痕跡とみられる「足場穴」が見

つかりました。同じような痕跡は昭和57年度の調査でも見つかっており、今回の調査区は

北側の延長部に当たります。見つかったのは１辺60㎝程度の小さな穴の痕跡ですが、この

穴の痕跡は約4.6ｍの間隔で南北約80ｍ続いていることが分かりました。
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なお、調査中に見つかった珍しい遺物として、凝灰岩を加工した「切石凝灰岩」があり

ます（写真３）。凝灰岩は柔らかく加工しやすい石で、平城宮でも基壇の外装として使用さ

れたことが分かっています（奈良文化財研究所2010）。

以上のように、大極殿院回廊の本体に伴う遺構は後世の地形の改変によって痕跡をほと

んどとどめていませんが、この付近に大極殿院回廊が存在した可能性が高まりました。

このほかの成果として、中世（15世紀後半）の掘立柱建物も見つかりました。都が恭仁宮

から平城宮に戻ったのち、この地は山城国分寺として整備されました。今回見つかった建

物は、山城国分寺が衰退した鎌倉時代よりも後のもので、山城国分寺がなくなった後もこ

の場所で人びとが生活していたことがわかる貴重

な事例となりました。

第６図　過去の調査で見つかっている
足場穴遺構（1/500）

写真２　北調査区で見つかった遺構

写真３　北調査区で出土した切石凝灰岩
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３　まとめ

今回の調査では、朝堂院の北東隅が見つかり、朝堂院が掘立柱塀で四周を囲まれていた

ことが確定しました。また、大極殿院の回廊については、明確な遺構は見つけることがで

きませんでしたが、構造の解明につながる手掛かりを得ることができました。

これらの成果を受け、恭仁宮の主要区画の規模がほぼ確定しました。第６図には、平安

京以前の宮城の主要区画を示しています。恭仁宮は他の宮城と比べ、実態がよくわかって

いませんでしたが、およそ50年間の発掘調査の積み上げを経て、ようやく他の宮城と比較

検討する素地が整ったといえるでしょう。今後、これまでの成果をまとめ、恭仁宮につい

ての研究が進めていくことが必要です。

【参考文献】

奈良文化財研究所2010『図説平城京事典』

奈良康正2010「恭仁宮大極殿院考」『京都府埋蔵文化財論集』第６集、財団法人京都府埋蔵文化財

調査研究センター

京都府教育委員会2000『恭仁宮跡発掘調査報告』Ⅱ

京都府教育委員会1976～『埋蔵文化財発掘調査概報』

京都府教育委員会2005～『京都府埋蔵文化財調査報告書』

写真４　足場穴の検出状況（人が立っている部分が足場穴）
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⠏ᆅᅇᗯは、中央が土を塗り固めた塀（築地塀）で、その両側が通路となります。

屋根には瓦が葺かれるなど多くの資材と複雑な工程が必要な、宮殿建築で最高
の格式の区画施設です。恭仁宮では、大極殿院回廊に用いられた型式です。
　築地回廊は地面に直接痕跡が残りにくいため、発掘調査で見つかることは稀
です。恭仁宮では、平成 18・19 年度に大極殿院回廊の北西隅が見つかっていま
すが、それ以外の地点では確定的な遺構は見つかっておらず、大極殿院の南北
の規模については複数の案が並立しています。
᥀❧ᰕሟは、地面を堀くぼめ、柱を１本ずつ等間隔に立てた、板葺き屋根の

簡素な区画施設です。恭仁宮では朝集院や朝堂院、内裏地区の一部で採用され
ています。

࠙恭仁宮ࠚࢁࡇࡓࡁ࡛ࡀ

࠙恭仁宮のゎయࠚ

〇コラム　築地回廊と掘立柱塀

࠙Ⓨ᥀ㄪᰝࠚ

恭仁宮ࢆ㐀ࡒࡿ㸟



11

長岡京の大࿏に面した地の調査

ެӹ財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター

দ 井 　 

　１．は͡めʹ

長岡京は、延ྐྵ３（784）年、武天皇によって平城京から遷され、10年間営まれた都です。

長岡京の京域は、向日市・長岡京市・大山࡚町と京都市の一部にٴぶ東西約4.3LN・南北

約5.3LNの範囲と考えられています。

長岡京では、北辺に宮城を置き、ೋ大࿏以北に宮城東面֗区と宮城西面֗区、そして

東一大࿏と西一大࿏間に宮城南面֗区があったと考えられています（第１図）。三֗区

には、宮や官ᦰ町・高ڃ貴のఛがあり、ࠨӈの京֗区には、地と東西の市が置か

れ、官人やฌ࢜、工ۀにܞわる人々がډ住していたと考えられています。

長岡京の発掘調査は、昭和29（1954）年からはじまり、これまで宮域で538次、ӈ京域で

1259次、ࠨ京域で660次（令和４年２月現在）の調査が行われており、調査の合ܭ数は2457

回にもなります。

今回は、 大࿏と西一大࿏のަࠩ

点の南東部付近で令和ݩ年度以߱に行っ

た発掘調査と、 調査地周辺のこれまでの

発掘調査の成果をもとに、 調査地周辺で

の土地利用について、 考えてみたいと思

います。

　２．発掘調査のՌ

今回の報告では、 令和ݩ年度のӈ京第

1201次と令和２年度のӈ京第1233次調査お

よび今年度のӈ京第1241次調査をとりあげ

ます。 調査地は、 西一大࿏とӈ京ࣣ

一ेޒ・े町にؚまれます（第１図）。

京埋セミナー資料 No.147 － 456
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第１図　調査地位置図
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調査では、 掘立柱建物・柱ྻ・土坑のほか、

西一大࿏の東側ߔとその内側の区画ߔなどが

見つかりました。

ӈ京第1241次調査　（ߔҰ大࿏౦ଆ）１ߔ

１・２区で約31ｍにわたって見つかった西一

大࿏の側ߔで、෯1.4ｍ、ਂさ0.35ｍをଌります。

ߔ の ఈ に 近 い 箇 所 か ら は 長 岡 京 期 の 土 器 に 加

え、土അやנなども見つかっています。

・ӈ京第1241次調査１　（ߔ大࿏内ଆ区ը）２ߔ

２区で見つかった෯0.6ｍ、ਂ さ約0.2ｍのߔです。

からは約3.5ｍ東側に掘（ߔ西一大࿏東側）１ߔ

られており、大࿏と地を区画する築
ㆤ い ㆘

地に伴う

Ӎ落ちߔと考えられます。

、３　ӈ京第1241次調査１区で見つかったݐ

ྊ行２間（4.5ｍ）・ܻ行５間（12.7ｍ）以上の南北

棟の掘立柱建物で、西側にኈ
ㆲ㆕し

が付きます。柱の掘形は0.7～0.9ｍ、柱のଠさは0.25～0.3Nで、

柱間ੇ法は平ۉは東西2.45ｍ（8.2ई）、南北2.55ｍ（8.5ई）でした。

ኈ部分の柱痕跡が２ߔの上面では確認できなかったこととኈ部の柱ےが大࿏側ߔに近接

写真１　ӈ京第1241次調査１・２区で見つかった遺構܈（北から）

写真２　１ߔ遺物出土状況（北から）
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第２図　検出遺構平面図（Ｓʹ1/400）
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していることから、まずኈ付きの建物が建てられたのち、大࿏の整備に伴い築地塀が造ら

れる際に、ኈ部分が解体され、築地のӍ落ちߔとして２ߔが掘られたことが考えられます。

̐　ӈ京第1241次調査２区で見つかった、東西3.2ｍ以上、南北3.2ｍ以上、ਂさ0.6N

をଌる土坑です。２ߔの埋後にまず北側を掘り、南側を掘りしていることがわかりま

した。土坑内からは使用痕の残るԁ面ݛや、「大」「大」「े」とهされた書土器をはじめ、

たくさんの土器がみつかりました。おそらく周辺の建物などで使用され、ෆ要になったも

のを廃棄した土坑でしょう。建物３で使用したものもؚまれているのかもしれません。

୦݀ݐ̑　ӈ京第1241次調査３区で見つかった南北3.7ｍ、東西２ｍ以上、ਂさ0.2Nの

長岡京期の୦穴建物です。西半分は調査区外となっているためશ༰はわかりませんが、周

辺の柱穴に比べてややਂく掘られた主柱穴を２か所で確認しています。

Ե܇地域では、一ൠの住ډはඈௗ時代ࠒに୦穴住ډ（建物）から掘立柱建物移行します。

長岡京内で検出された長岡京期の୦穴建物の多くは出土遺物などから工にؔわるものと

考えられています。

今回の調査では、మやர造にؔ

࿈する遺物は見つかっていませんが、

น際でのようなものと、ยや土器

がまとまっていた箇所がありました。

土 器 の 中 に は  Ԙ 土 器 が 多 く ؚ ま れ

ていたことが特徴的です。୦穴建物の

南 側 の 土 坑 ６ か ら 出 土 し た  Ԙ 土 器

などは、この建物で利用されたものが

廃棄されたとも考えられます。

写真３　土坑４遺物出土状況 写真４　土坑４出土書土器
（側面に「大」、ఈに「े」が見える）

写真５　୦穴建物５（北東から）
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後述する土坑７からもԘ土器が出

土しており、また調査地北側の４町域

（ӈ京第630・654次調査）では8,400点を

えるԘ土器が見つかっていること

もあり、この୦穴建物はԘ土器を必

要とする工として営まれたものかも

しれません。

̒　ӈ京第1241次調査３区で見

つかった東西1.8ｍ、南北0.8ｍ以上、ਂ

さ0.14ｍをଌる土坑です。 南側のほと

んどが調査区外となっているため、શ

༰を知ることができませんが、埋土か

ら、গྔの須恵器などとともに、たく

さんのԘ土器が見つかりました。土

坑の上部が近世以߱の整地によって

大きくられて残りが良くなかったこ

とを考えると、ݩはさらにまとまった

ྔのԘ土器が捨てられていたのかも

しれません。

̓　ӈ京第1233次調査３区で見つかったෆ定形の土坑です。近世以߱の土坑などに

られており、શ༰はわかりませんが、おおよそ東西4.5ｍ、南北2.6ｍ以上のものと思わ

れます。ఈ面にはԜತがあり、ਂさ0.2～0.3Nの中でԿ度か掘りしながらෆ要となったも

のを捨てた土坑と考えられます。中からは長岡京期の土器ྨがまとまって見つかりまし

た。土坑の東側では、Ԙ土器が集中して出土しています。

、状遺構です。北側の్中で్切れておりߔӈ京第1233次調査３区で見つかった　̔ߔ

南側は調査区外となっています。土器はあまり多くなかったことから、ߔ状の廃棄土坑な

どではなく、町内を区画するߔの一部と考えられます。

பྻ̕　ӈ京第1201次調査の１区で見つかっていた２間分の柱ྻが、ӈ京第1241次調査

（３区）でさらに北２間続くことがわかりました。これで柱ྻは４間分（8.4ｍ）となりま

した。柱の掘形は約0.55～0.7ｍ、柱のଠさは約0.2Nで、柱間は約７ईでした。残೦ながら、

東側は近世の時期に大きくられており、南北棟の掘立柱建物になるのか、あるいはྻࡤ

のようなものになるのかはわかっていません。

写真５　土坑６遺物出土状況（北から）

写真６　土坑７・８ߔ遺構検出状況（南東から）

製塩土器集中区

土坑７

溝８
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　３．調査地とࢢ（ୈ̐ਤ）

平城京では、西市はӈ京ീೋ、東

市 は ࠨ 京 ീ  三  で、 と も に ・ޒ ・

े一・ेೋ௶の四町をめていたと考え

られており、長岡京では、東西の一大

࿏をڬんで西に西市、東に東市があった

と考えられています。

東西市の大きさは、平城京や平安京の

市の大きさから、四町とਪ定され、Լه

の調査成果から西市は、今回の調査地の

西側、ӈ京ࣣೋ一・ೋ・ࣣ・ീ町か

ら大࿏をڬんで北側の一ଳにあった

とਪ定されています。西市のਪ定地から

は以Լのような遺構や遺物が出土しています（ৄࡉは第４図Լ）。

・木؆「ࣗ࢘進」と「西」の書土器（ӈ京第102次）・・・࢘は「市の࢘」か。「西」は西市か。

・
ㆠい㆛ん

ᝦ木؆「金ۜாŜ」（ӈ京第410次）・・・金ۜの出ೲாに付けられていたもの

・書土器「西」「市」「長」（ӈ京第102・565・688次）・・・「長」はՁ֨を検査する「Ձ
かㆡ㇇う

長」か

・石みの؛ޢ遺構と「ᒕ
ㆎ㇌

などの木؆（ӈ京第713次）「ถ郷നถٱ」「

・・・石みはほとんどが宮内の施設、木؆はの集ՙに伴うものか

・෯広でਂい小࿏側ߔ（ӈ京第1117・1159次）・・・・市のӡՏ的役ׂか

　̐．͓ΘΓʹ

今回の調査では、ӈ京ࣣ一ेޒ・े町の͝く一部ではありますが、その土地利用

を垣間見ることができました。調査地は、京内でも宮城南面֗区という特ผな地区である

ことから、２間×５間以上のኈを࣋つ建物３は、その規模や近接する土坑からԁ面ݛなど

が出土したことからެ的機ؔの一部である可能性があり、Ԙ土器がまとまって出土した

୦穴建物５も୯なる住ډ空間などではなく、Կらかの工であったと考えられます。

また、調査地の西側でのいくつかの調査では、「西市」を想ىさせる遺構・遺物が検出

されており、ྡ接する今回調査を行なった地内にも「西市」にؔわる重要な施設があっ

たことが想定されます。

今後、周辺の調査が進むことによって、長岡京の西市周辺の様ࢠがさらに明らかになっ

ていくことに期待します。

第３図　市のに͗わい（ޱߐ準次࡞画）
（『෮ݩ日本大３؍　都城と国府』より
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第４図　長岡京の東西市とその周辺のؔ࿈調査成果
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近年発見された長岡京内の大規模地について

ެӹ財団法人長岡京市埋蔵文化財センター

中 ౡ օ 

近年、長岡京市域で実施された発掘調査では、長岡京内の大規模な地が相次いで発見

されました。地の規模や建物の構造、置など、大規模地を点とする「住まい」は

当時の֊ࣾ会が端的に示されています。ここでは、こうした最新の調査成果を͝紹介す

るとともに、発見された大規模地が༗する性֨や特徴を報告します。

１ɽはじめに

　長岡京のಓ࿏と地

　地の基本となる一町の大きさ

　地෮原のしさ・・・広範な調査機会のগなさ、中心建物や区画の認ࣝ

２ɽ地規模の例と֊性

　小規模地の例・・・建物規模が比較的小ܕ

    井ށのछྨ、৯器・・・

　大規模地の例・・・中ԝに大ܕ建物を置、建物の柱間規模や൳

    井ށのछྨ、৯器・・・

　例外的な区画・・・・長岡宮周辺などの宮外官ᦰ施設、東西市

３ɽ近年発見された大規模地

　ᶃ ӈ京ೋ三ೋ町（長岡京市井ϊ内・ӈ京第1158次調査）

　ᶄ ӈ京三三・町（長岡京市天ਆ・ӈ京第1177次調査）

　ᶅ ӈ京ീ三े町（長岡京市Լւҹ寺・ӈ京第1180次調査）

　ᶆ （京第634次調査ࠨ・長岡京市അ場）町ޒೋޒ京ࠨ

４ɽまとめ

京埋セミナー資料 No.457
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第１図　長岡京の෮原と地（町）の呼শ
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第２図　地例と֊性のΠϝーδ

　Ａ 武天皇の東院（周辺の調査地と遺構置）

　̗ ӈ京ೋೋ町の地

̧���

̧���
̧���

̧���̧���
̧���

ӈژೋࡾொ�
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　第３図　地の位置

第４図　ӈ京ೋ三ೋ町 周辺の調査地と遺構置（図中3˔˔は、ӈ京第˔˔次調査を示す）

ᶃӈژೋࡾೋொ（ӈژୈ࣍����調査）

大規模地発見のܖ機となったのは、昭和54（1979）年に長岡京市井ϊ内で行った長岡第

े小ֶߍ建設に伴うӈ京第25次調査です。この調査では、ӈ京ೋ三ೋ町のほぼ中ԝで

大ܕの東西棟建物（東西７間か・南北２間、南北２面൳、柱間３ｍ）が確認されており、建

物はগなくとも１町域を༗する地の正殿と考えられました。

ӈ京第25次調査から40年近くを経た平成29（2017）年に行われたӈ京第1158次調査では、

正殿のすぐ西側で南北方向に長い大ܕ建物（南北８間以上・東西２間、東面൳、柱間３ｍ）

が発見されました。正殿との位置ؔから「コ」ࣈ形置の西殿に当たる建物と考えら

れます。今回の成果から、発掘調査は行われていませんが、正

殿の真東にも同規模の東殿が存在するものと考えられます。

また、ӈ京ೋ三ೋ町とࣣ町を画する西三間東小࿏の྆

側ߔが確認されていないことから、中心区画のೋ町にରし、付

ਵ施設がࣣ町に置かれたとが想定できます。

ӈ京ೋ三ೋ町は長岡宮の真西にあたり、小ാ川で隔てら

れているものの、この地にも༗ྗऀの地がల開していたこと

が分かりました。
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第５図　ӈ京ೋ三ೋ町の西殿と正殿

ٰྕ

఼఼

ਖ਼��఼ਖ਼��఼

第６図　正殿（南から） 第７図　正殿の柱 （ࠜ南から）
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　第８図　地の位置
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第̕図　ӈ京三三・町 周辺の調査地と遺構置

ᶄӈژࡾࡾ・ொ（ӈژୈ����・࣍����調査）

平成30（2018）年、長岡京市天ਆで行ったප院建設に伴うӈ京第1177次調査では、大ܕの

南北棟建物（南北７間・東西２間、西面൳、柱間３ｍ）や南北方向の築地塀と考えられる遺

構などが見つかりました。南北方向の築地塀はӈ京三

三・町を東西に三分する位置に設けられており、地はগ

なくとも三・町の２町域を༗し、三・町の中ԝ区画にあ

る大ܕ建物は「コ」ࣈ形置の東殿にあたるものと考えられ

ます。さらに、次年度に実施されたӈ京第1232次調査では、後

殿の一部と考えられる大ܕの柱掘形が見つかっています。こう

した建物܈は三・町でも南دりの間南小࿏近くにさ

れていることから、南にある小࿏側ߔを埋め立てӈ京三

三～町の４町域を一体的に利用した可能性も考えられます。
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౦఼౦఼
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第10図　上空から見たӈ京第1177次調査શ景

נؙݢ「ࢫ」

東殿柱掘形のૅ൘

柱掘形の㡤ࡤ

第12図　出土遺物第11図　東殿（南西から）

西ೋ大࿏より西側にあたる当地に大規模地が存在することは想定されておらず、

地の性֨が目されます。残೦ながら木؆などは見つかっていませんが、調査では文様の

中ԝに「ࢫ」異ࣈ体をཅࠁしたנؙݢが多数見つかりました。このנは「ࢫ所ܥ」「宮ܥ」

と呼ばれ東院や寺院などで出土していることから、この場所に宮など天皇Ոにؔわる施

設があったものとも考えられます。



26

����N�

ӈɹ京 ɹ京ࠨ


Ԭ
ٶ

ӈɹ京 ɹ京ࠨ

長
岡
宮



　第13図　地の位置
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第14図　ӈ京ീ三े町 周辺の調査地と遺構置

ᶅӈژീࡾेொ（ӈژୈ࣍����調査）

長岡宮から最もれた場所で発見された大規模地は、平成30・31（2018・19）年に長岡

京市Լւҹ寺のප院建設に伴うӈ京第1180次調査で確認されました。この調査では、大ܕ

の建物３棟、塀や、井ށなど多数の遺構が確認されています。正殿と考えられるのは大

の南北ܕの東西棟建物（東西５間・南北２間、南北２面൳、柱間３ｍ）で、その西側に大ܕ

棟建物２棟（南北５間・東西２間、東面൳、柱間３ｍと南北̕間・東西２間、東西２面൳、

柱間2.7ｍ）がされています。南北棟建物のうち正殿に近いものは西殿、より西側で南

北に長いものは伫ਾえ付け穴を࣋つことからৢ造用の建物と考えられます。

今回発見された大規模地は、े町のほぼ中ԝに正殿が

されているものの、建物などの方位が真北から西ৼってお

り、長岡京造営の地ׂとは異なった基準で成り立っている

ことが分かります。出土した土器は長岡京期より古い特徴を࣋

っていることから、地の成立時期は奈良時代～長岡京遷都

後の間もないࠒであり、長岡京の造営にؔわるものと考えられ

ています。そして、大規模地の性֨は、正殿・西殿の建物

規模や置、築地塀を伴う区画の大きさから、かなり高位の人

物の地であった可能性があります。
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　第19図　地の位置

町࢛ೋޒ京ࠨ 町ޒೋޒ京ࠨ

京ೋҰ町ࠨ
京ೋീ町ࠨ

��大�࿏ޒ

-���

-��� ௐࠪ࣍���ୈژࠨ

��N�　第20図　ࠨ京ޒೋޒ町 
周辺の調査地と遺構置

ᶆޒژࠨೋޒொ（ژࠨୈ࣍���調査）

今年度、令和３（2021）年、長岡京市അ場で行った工場建設に伴うࠨ京第634次調査では、

東西棟と考えられる建物（東西２間以上・南北２間、柱間３ｍ）とඇৗに大きな掘形を࣋つ

塀が確認されました。建物は柱間３ｍの大規模なものですが、൳がないことから正殿より

֨が落ちる建物です。このため、今回の調査地より北東側に൳を備えた正殿や殿が存在

するものと考えられます。
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