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公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センターはত和56年４月に設ཱされ、

今年度設ཱ35年をܴえました。この間、調査研究センターでは、公ڞ事業に伴

う埋蔵文化財の発۷調査を府内֤所で1,250݅行い、地Ҭのྺ࢙を明らかにして

まいりました。調査の࣮施にあたりましては、օ様ํのごཧղとごྗڠをࣀりま

したこと、ްくྱޚਃし上げます。

ຊ書はʰ京都府遺跡調査報告集ʱとして、平成26年度に国土ަ通ল近ـ地ํ

備ہのґཔを受けて࣮施した木津川河床遺跡、乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡、平成

24・25・26年度に国土ަ通ল近ـ地ํ備ہのґཔを受けて࣮施した平等院旧境

内遺跡の発۷調査報告を収録したものです。ຊ書がֶज़研究のࢿྉとして、また、

地Ҭの埋蔵文化財への関৺とཧղをਂΊるうえで、ご׆༻いただけれ幸いです。

発۷調査をґཔされた֤機関をはじΊ、京都府ڭҭҕһ会、八幡市ڭҭҕһ会、

宇治市ڭҭҕһ会・精華町ڭҭҕһ会、などの֤関係機関、ならびに調査にごࢀ

Ճ、ごྗڠいただきました多くのํʑにްくྱޚਃし上げます。

平成ùÿ年３月

公益財団法人　京都府埋蔵文化財調査研究センター

ཧ 事 長　　上 田 ਖ਼ ত　　
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例 ݴ

̍ɽຊ書に収Ίた報告は下記のとおりである。

　木津川河床遺跡第27次

　平等院旧境内遺跡

　平成26年度一般国道163号精華拡幅事業関係遺跡

　　（̍）乾谷遺跡　

　　（̎）乾谷大崩遺跡

　

̎ɽ遺跡の所在地、調査期間、経අෛ୲者および報告のࣥච者は下දのとおりである。

　遺　跡　名 所　在　地 調査期間 経අෛ୲者 ࣥච者

木津川河床遺跡第27
次　

八幡市川口地内 平成26年５月̓日～
平成26年̒月11日
平成26年11月４日～
平成27年̍月29日　

国土ަ通ল近ـ地
ํ備ہཎ川河川
事所

岡﨑研一

平等院旧境内遺跡 宇治市宇治塔川 平成24年12月̒日～
平成25年̍月16日

（平成24年度調査）
平成26年̎月３日～
平成26年３月４日

（平成25年度調査）
平成26年12月16日～
平成27年３月10日

（平成26年度調査）　

国土ަ通ল近ـ地
ํ備ہཎ川河川
事所

引原茂治
竹村亮仁

平成26年度一般国道
163号精華拡幅事業
関係遺跡
乾谷遺跡
乾谷大崩遺跡

相楽郡精華町乾谷　 平成26年10月23日～
平成27年３月̒日

国土ަ通ল近ـ地
ํ備ہ京都国道
事所

村田和弘
福山博章

３ɽ上記３事業４遺跡ともຊ෦事所（向日市寺戸町）でཧ・報告作業を࣮施した。作業にͭ

いては、調査୲者のࣔࢦのもと調査՝اը調係がྗڠして࣮施した。

４ɽຊ書で使༻している࠲ඪは、原ଇとして世界測地系国土࠲ඪ第ᶜ࠲ඪ系によっており、ํ

Ґは࠲ඪの北をさす。なお、ݱ地調査ٴびաڈの調査との߹性のたΊ日ຊ測地系を使༻し

ている場߹もある。また、国土地ཧ院発行地ܗਤのํҐは経度の北をさす。

５ɽ土層அ面等の土৭や出土遺物の৭調は、ྛ水࢈লྛ水ٕ࢈ज़会ٞ事ہ修のʰ新൛

ඪ४土৭ʱを使༻した。

̒ɽຊ書の編集は、調査՝୲者の編集原Ҋをもとに、調査՝اը調係が行った。

̓ɽݱ場ࣸਅは主として調査୲者がࡱӨし、遺物ࡱӨは、調査՝اը調係主査田中জが行った。
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ຊ 文  次

̍ɽ木津川河床遺跡第27次発۷調査報告 --------------------------------------------------------------------------------------------̍

̎ɽ平等院旧境内遺跡発۷調査報告 ----------------------------------------------------------------------------------------------------19

　　　付編　ࣗવՊֶతํ法による分ੳ݁果 ------------------------------------------------------------------------------------56

３ɽ平成26年度一般国道163号精華拡幅事業関係遺跡発۷調査報告 ------------------------------------------------63

　　　付編　乾谷遺跡の花ค・২物ࢎܔମ分ੳ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -88

ૠ ਤ  次

̍ɽՏচ遺跡第࣍��ɹ

第̍ਤ　調査地ٴびपล主要遺跡分ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------̎

第̎ਤ　調査地ஔਤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------４

第３ਤ　調査地地区ׂりਤ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------５

第４ਤ　第̍τϨンν堆積状گਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------̒

第５ਤ　第̍τϨンν遺構ஔਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------̓

第̒ਤ　第̎τϨンν堆積状گਤ（̍） ------------------------------------------------------------------------------------------------̔

第̓ਤ　第̎τϨンν堆積状گਤ（̎） ------------------------------------------------------------------------------------------------̕

第̔ਤ　第̎τϨンν遺構ஔਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------10

第̕ਤ　第̎τϨンν遺構࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------11

第10ਤ　第̎τϨンν̨̙10࣮測ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------12

第11ਤ　出土遺物࣮測ਤ（̍） ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

第12ਤ　出土遺物࣮測ਤ（̎） ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

第13ਤ　出土遺物࣮測ਤ（３） ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

第14ਤ　出土遺物࣮測ਤ（４） ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

̎ɽฏӃڥچ遺跡

第̍ਤ　पล地ਤٴびपล遺跡 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------20

第̎ਤ　τϨンνஔਤ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

第３ਤ　平成24年度̍τϨンν平面ٴびஅ面ਤ --------------------------------------------------------------------------------24

第４ਤ　平成24年度̎τϨンν平面ਤٴび杭列அ面ਤ ---------------------------------------------------------------------25

第５ਤ　平成24年度̎τϨンν南นஅ面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------25

第̒ਤ　平成24年度３τϨンν平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------26

第̓ਤ　平成24年度３τϨンνஅ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------26
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第̔ਤ　平成25年度τϨンνஔਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------27

第̕ਤ　平成25年度̍、４・10、̕・15τϨンν֤南นஅ面ਤ -----------------------------------------------------28

第10ਤ　平成25年度４、12τϨンν伏թ構造ݕ出状گਤ -----------------------------------------------------------------29

第11ਤ　平成26年度̍、̎、３、４τϨンνஔਤ -------------------------------------------------------------------------30

第12ਤ　平成26年度̍τϨンν東นஅ面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------30

第13ਤ　平成26年度̎τϨンν平面ٴび西นஅ面ਤ -------------------------------------------------------------------------31

第14ਤ　平成26年度３τϨンν北นٴび４τϨンν西นஅ面ਤ -----------------------------------------------------32

第15ਤ　平成26年度５τϨンν平面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------33

第16ਤ　平成26年度５τϨンν֤南นஅ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------34

第17ਤ　平成26年度̨̭01遺物出土状گਤ ----------------------------------------------------------------------------------------35

第18ਤ　平成24年度出土遺物࣮測ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------36

第19ਤ　平成25年度出土遺物࣮測ਤ （̍土器・陶磁器） ---------------------------------------------------------------------37

第20ਤ　平成25年度出土遺物࣮測ਤ （̎瓦） ----------------------------------------------------------------------------------------38

第21ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ （̍土器・陶磁器） ---------------------------------------------------------------------40

第22ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ 42-------------------------------------------------- （瓦、̎・３τϨンνؙݢ̎）

第23ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ３（ݢ平瓦、̍・̎τϨンν） --------------------------------------------------43

第24ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ４（瓦、̎τϨンν） -----------------------------------------------------------------44

第25ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ５（瓦、５τϨンν） -----------------------------------------------------------------46

第26ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ （̒મ՟） ------------------------------------------------------------------------------------47

第27ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ （̓石造物） --------------------------------------------------------------------------------49

第28ਤ　平成26年度出土杭࣮測ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------51

̏ɽס୩遺跡ɾס୩େ่遺跡

第̍ਤ　乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡調査Ґஔ ----------------------------------------------------------------------------------------64

第̎ਤ　乾谷遺跡調査τϨンνஔਤ ------------------------------------------------------------------------------------------------66

第３ਤ　乾谷遺跡̍τϨンν北น土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------68

第４ਤ　乾谷遺跡̍τϨンν平面ਤ・畦畔அ面ਤ -----------------------------------------------------------------------------69

第５ਤ　乾谷遺跡̍τϨンν下層北น土層அ面ਤ -----------------------------------------------------------------------------70

第̒ਤ　乾谷遺跡̍τϨンν水田̍遺物出土状گਤ -------------------------------------------------------------------------70

第̓ਤ　乾谷遺跡̎τϨンν南น土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------71

第̔ਤ　乾谷遺跡̎τϨンν平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------72

第̕ਤ　乾谷遺跡３τϨンν南น土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------73

第10ਤ　乾谷遺跡３τϨンν平面ਤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------74

第11ਤ　乾谷遺跡４τϨンν平面ਤ・土層அ面ਤ -----------------------------------------------------------------------------75

第12ਤ　乾谷大崩遺跡調査τϨンνஔਤ ----------------------------------------------------------------------------------------76
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第13ਤ　乾谷大崩遺跡̍τϨンν土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------77

第14ਤ　乾谷大崩遺跡̍τϨンν平面ਤ・土坑̨̠09平அ面ਤ・遺物出土状گਤ-----------------------78

第15ਤ　乾谷大崩遺跡̎τϨンν土層அ面ਤ ------------------------------------------------------------------------------------79

第16ਤ　乾谷大崩遺跡̎τϨンν平面ਤ --------------------------------------------------------------------------------------------80

第17ਤ　乾谷大崩遺跡̎τϨンν溝̨̙01・02平அ面ਤ -----------------------------------------------------------------81

第18ਤ　出土遺物̍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83

第19ਤ　出土遺物̎ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84

付 ද  次

̍ɽՏচ遺跡第࣍��

付ද̍　出土遺物؍ද -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

̎ɽฏӃڥچ遺跡

付ද̍　出土土器؍ද -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53

付ද̎　出土石造物؍ද -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54

付ද３　出土瓦؍ද ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54

̏ɽס୩遺跡ɾס୩େ่遺跡

付ද̍　乾谷遺跡出土遺物一ཡ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------86

付ද̎　乾谷大崩遺跡出土遺物一ཡ ----------------------------------------------------------------------------------------------------87

ਤ ൛  次

̍ɽՏচ遺跡第࣍��

巻頭ਤ൛̍ɹ̎τϨンν全ܠ（南東から） 

̎ɽฏӃڥچ遺跡

巻頭ਤ൛̎　26ʵ５τϨンν全ܠ（北西から）

巻頭ਤ൛３　（1）24ʵ̎τϨンν杭ݕ出状گ（南東から）

　　　　　　（2）26ʵ̎τϨンνと平等院؍Իಊ（北西から）
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̍ɽՏচ遺跡第࣍��

ਤ൛第̍ （1）第̎τϨンν全ܠ（上ۭから、ӈ下が北）

 （2）第̎τϨンν遺構܈全ܠ（上ۭから、ӈ下が北）

ਤ൛第̎ （1）第̍τϨンν全ܠ（南東から）

 （2）第̍τϨンν全ܠ（北西から）

 （3）第̍τϨンν̨̙04ݕ出状گ（南西から）

ਤ൛第３ （1）第̍τϨンν̨̥01ݕ出状گ（北東から）

 （2）第̍τϨンν̨̥01۷状گ（北東から）

 （3）第̍τϨンν̨̙03・04近ܠ（北東から）

ਤ൛第４ （1）第̍τϨンν̨̙04堆積状گ（北東から）

 （2）第̍τϨンν̨̙03堆積状گ（北東から）

 （3）第̍τϨンν̨̙03・04近ܠ（南西から）

ਤ൛第５ （1）第̍τϨンν̨̙04堆積状گ（南西から）

 （2）第̍τϨンν̨̙03堆積状گ（南西から）

 （3）第̍τϨンν噴砂近ܠ（南西から）

ਤ൛第̒ （1）第̍τϨンν噴砂近ܠ（北東から）

 （2）第̍τϨンν埋Ίし状گ（南東から）

 （3）第̎τϨンν近ܠ（南東から）

ਤ൛第̓ （1）第̎τϨンν全ܠ（北西から）

 （2）第̎τϨンν̨̙10内遺物出土状گ（北から）

 （3）第̎τϨンν̨̙17近ܠ（北東から）

ਤ൛第̔ （1）第̎τϨンν̨̙16、̨̠21 ～ 23近ܠ（北東から）

 （2）第̎τϨンν̨̙13 ～ 15近ܠ（北東から）

 （3）第̎τϨンν̨̙12近ܠ（北東から）

ਤ൛第̕ （1）第̎τϨンν̨̙11近ܠ（北東から）

 （2）第̎τϨンν̨̙15堆積状گ（西から）

 （3）第̎τϨンν̨̠21堆積状گ（西から）

ਤ൛第10 （1）第̎τϨンν̨̠21遺物出土状گ（西から）

 （2）第̎τϨンν̨̠21遺物出土状گ（北から）

 （3）第̎τϨンν̨̠21۷状گ（北から）

ਤ൛第11 （1）第̎τϨンν遺物包含層ݕ出状گ（北から）

 （2）第̎τϨンν遺物包含層ݕ出状گ（北東から）

 （3）第̎τϨンν11区噴砂ݕ出状گ（北東から）

ਤ൛第12 出土遺物



-ĝĐĐ-

̎ɽฏӃڥچ遺跡

ਤ൛第̍ （1）調査前全ܠ（南東から）

 （2）調査前全ܠ（北東から）

 （3）調査前全ܠ（南東から）

ਤ൛第̎ （1）24ʵ̍τϨンν全ܠ（北西から）

 （2）24ʵ̍τϨンνஅ面（北から）

 （3）24ʵ̎τϨンν杭ݕ出状گ（南東から）

ਤ൛第３ （1）24ʵ̎τϨンν全ܠ（南から）

 （2）24ʵ̎τϨンν杭列ݕ出状گ（北から）

ਤ൛第４ （1）24ʵ̎τϨンν杭列அ面（北西から）

 （2）24ʵ̎τϨンν杭列அ面（南東から）

 （3）24ʵ̎τϨンν۷後全ܠ（北西から）

ਤ൛第５ （1）24ʵ３τϨンν全ܠ（北から）

 （2）24ʵ３τϨンν杭列ݕ出状گ（東から）

 （3）24ʵ３τϨンν۷後全ܠ（北西から）

ਤ൛第̒ （1）25ʵ̍τϨンν全ܠ（北東から）

 （2）25ʵ̍τϨンνஅ面（北から）

 （3）25ʵ４τϨンν全ܠ（北東から）

ਤ൛第̓ （1）25ʵ４τϨンν礫ݕ出状گ（南東から）

 （2）25ʵ̓τϨンνஅ面（北西から）

 （3）25ʵ̓τϨンν礫ݕ出状گ（東から）

ਤ൛第̔ （1）26ʵ̍τϨンν全ܠ（北西から）

 （2）26ʵ３τϨンν全ܠ（南東から）

 （3）26ʵ４τϨンν全ܠ（東から）

ਤ൛第̕ （1）26ʵ̎τϨンν全ܠ（南東から）

 （2）26ʵ̎τϨンνஅ面（北西から）

ਤ൛第10 （1）26ʵ̎τϨンνஅ面（南西から）

 （2）26ʵ̎τϨンνと平等院؍Իಊ（北東から）

 （3）26ʵ５τϨンν木出土状گ（南西から）

ਤ൛第11 26ʵ５τϨンν全ܠ（南東から）

ਤ൛第12 （1）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01全ܠ（北西から）

 （2）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01全ܠ（南東から）

ਤ൛第13 （1）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01北෦分（東から）

 （2）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01北西෦分（東から）

ਤ൛第14 （1）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01南෦（南東から）
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 （2）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01南෦杭ݕ出状گ（南から）

ਤ൛第15 （1）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01ݢ平瓦出土状گ（北東から）

 （2）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01瓦出土状گ（南から）

ਤ൛第16 （1）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01杭・ྲྀ木ݕ出状گ（北西から）

 （2）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01瓦出土状گ（南から）

 （3）26ʵ５τϨンν南น石造物出土状گ（北西から）

ਤ൛第17 （1）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01礫আڈ後状گ（南から）

 （2）26ʵ５τϨンν堤状遺構̨̭01礫আڈ後状گ（北西から）

ਤ൛第18 （1）平成26年度調査ݱ地આ明会（北西から）

 （2）平成26年度調査ऴྃ状گ（南東から）

 （3）平成26年度調査ऴྃ状گ（北西から）

ਤ൛第19 出土遺物 （̍土器・陶磁器）

ਤ൛第20 出土遺物 （瓦ؙݢ̎）

ਤ൛第21 出土遺物３（ؙݢ瓦）

ਤ൛第22 出土遺物４（ݢ平瓦）

ਤ൛第23 出土遺物５（ݢ平瓦・َ瓦）

ਤ൛第24 出土遺物 （̒瓦）

ਤ൛第25 出土遺物 （̓瓦）

ਤ൛第26 （1）出土遺物 （̔મ՟）

 （2）出土遺物 （̕石造物）

̏ɽס୩遺跡ɾס୩େ่遺跡

ਤ൛第̍ （1）調査地ԕܠ（北東上ۭから）

 （2）調査地ԕܠ（北西上ۭから）

ਤ൛第̎ （1）乾谷遺跡̍τϨンν水田ݕ出面全ܠ（東から）

 （2）乾谷遺跡̍τϨンν水田ݕ出面全ܠ（西から）

 （3）乾谷遺跡̍τϨンν北นஅ面（南西から）

ਤ൛第３ （1）乾谷遺跡̍τϨンν畦畔அ面（D-D�）（東から）

 （2）乾谷遺跡̍τϨンν畦畔அ面（E-E�）（東から）

 （3）乾谷遺跡̍τϨンν水田̍遺物出土状گ（南西から）

ਤ൛第４ （1）乾谷遺跡̎τϨンν第̎水田面全ܠ（西から）

 （2）乾谷遺跡̎τϨンν第̎水田面遺物出土状گ（北から）

 （3）乾谷遺跡３τϨンν遺構ݕ出面全ܠ（東から）

ਤ൛第５ （1）乾谷遺跡３τϨンν南นஅ面（北から）

 （2）乾谷遺跡４τϨンν遺構ݕ出面（東から）
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 （3）乾谷遺跡４τϨンν東นஅ面（西から）

ਤ൛第̒ （1）乾谷大崩遺跡̍τϨンν第̍遺構面全ܠ（西から）

 （2）乾谷大崩遺跡̍τϨンν第̎遺構面全ܠ（西から）

 （3）乾谷大崩遺跡̍τϨンν北นஅ面（南から）

ਤ൛第̓ （1）乾谷大崩遺跡̎τϨンν第̎遺構面全ܠ（西から）

 （2）乾谷大崩遺跡̎τϨンν南นஅ面（北から）

 （3）乾谷大崩遺跡̎τϨンν溝̨̙01・02۷状گ（南から）

ਤ൛第̔ 出土遺物̍

ਤ൛第̕ 出土遺物̎

ਤ൛第10 出土遺物３
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今回の発۷調査は、ٸۓ༻河川ෑ道路備事業にઌཱち、国土ަ通ল近ـ備ہཎ川河川事

所のґཔを受けて࣮施した。調査ର地は、木津川、宇治川、ܡ川の三川߹ྲྀ地から約2.5km

上ྲྀの木津川左岸にあたり、木津川河床遺跡に含まれる。木津川河床遺跡は三川߹ྲྀ地から木

津川Ԋいに広がる遺跡で、東西約５km、南北約2.5kmのنを測るੜ時代～近世にかけてのෳ

߹遺跡である。ত和57年から26回の発۷調査が࣮施され、今回の発۷調査地は、遺跡の東෦にあ

たる。

։発ର地はݱ在の河川ෑにあたるたΊ、河川などによる平のՄ性もあり、平成25年度に

京都府ڭҭҕһ会によって۷ࢼ調査が࣮施され、その݁果を受けて今回の調査地がબ定された。

調査は、出水期をආけるたΊ平成26年５月̓日～ಉ年̒月11日の前期調査と、平成26年11月４

日～平成27年̍月29日の後期調査のೋ期に分けて࣮施した。調査面積は、前期が300㎡、後

期が700㎡である。

ຊ報告で使༻した国土࠲ඪは、日ຊ測地系第ᶚ࠲ඪ系で、ඪߴは大ࡕ࠷ைҐ（0Taka 1eil:

̤.̥ɽ）を༻いた。発۷調査によって出土した遺物は、ཧコンςφ15ശである。

ʤ調査ମ੍ʥ

ฏ�6調査

࢘調査ऀ　調査՝長　　　　　　　　石井ਗ਼ݱ

調査୲ऀ　調査՝調査第̍係長　　　中川和哉ݱ

　　　　　　　　　　ಉ　　主査　　　　　石ඌ৴

調ɹ査ɹɹॴ　八幡市川口地内

ݱ  調 査 ظ ؒ　平成26年５月̓日～ಉ年̒月11日（前期）

　　　　　　　　平成26年11月４日～平成27年̍月29日（後期）

調ɹ査ɹ໘ɹੵ　1,000㎡

 ฏ��ཧ報告

ཧ報告ऀɹ調査՝長　　　　　　　　有井広幸

ཧ報告୲ऀɹ調査՝調査第̎係長　　　中川和哉

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹಉ　　主査　　　　　岡﨑研一

̎ ɽҐ ஔ ͱ  ڥ
木津川河床遺跡の中ԝをྲྀれる木津川は、明治̎年の木津川ྲྀ路付けସえによってྲྀ路がมߋ
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されたもので、調査地はຊདྷ地であったそのたΊ、河川ෑ内には川にચわれて࿐出した土器が

。集できることが古くからられていた࠾

木津川河床遺跡における発۷調査は、ত和57年木津川ྲྀҬ下水道ড়化センターの建設にઌཱっ

て初Ίて࣮施された以後、ݱ在の木津川と宇治川にڬまれた、京都府བ南ড়化センターෑ地内を

第̍ਤ　調査地ٴびपล主要遺跡分ਤ　（国土地ཧ院　1/25,000　ཎ）
̍ɽ木津川河床遺跡 ̎ɽോέๆ経௩３ ܈ɽ石ਗ਼水八幡ٶ遺跡　　　４ɽ山ຊ町遺跡
５ɽળ法寺境内遺跡 ̒ɽഅ場遺跡 ̓ɽౡ遺跡　　　　　　　　̔ɽ川口ઔ遺跡
̕ɽ川口集落 10ɽ今ཬ遺跡 11ɽ出垣内遺跡　　　　　　12ɽඒ౾跡
13ɽཎ跡 14ɽۚ蔵遺跡 15ɽদ田遺跡　　　　　　　16ɽࢉ༻田遺跡
17ɽٶ遺跡 18ɽ下২南遺跡 19ɽ山﨑津遺跡　　　　　　20ɽ下津跡
21ɽ長岡京跡 
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中৺に࣮施されてきた。ಉ遺跡地南ଆではੜ時代から古墳時代前期の୦穴建物܈、古墳時代

後期の୦穴建物܈が遺跡ൣғをҧえて発見されいる。特චする遺物としては17次調査においてۏ

柱ܗ石製品が出土したことが上げられる。

近する古墳時代の遺跡には、ܡ川ӈ岸の大山࡚町ࢉ༻田遺跡で古墳時代前期の୦穴建物が発

見されており、ಉじく大山࡚町下২南遺跡で古墳時代中期から後期の大نな集落のଘ在が

られている。

奈良時代には、調査地のある川口は山国ٱ世郡にଐすが、列ڷ܀とಹཏڷの間にあたること

からいずれにؼଐするかは不明である。10世紀に書かれたʰ和名ྨᡉ抄ʱによると、調査地のあ

る川口は奈良ڷに含まれ、奈良ޚԂ三࠲として都などにӝ・子・大ࠜを収Ίていたとされてい

る。ࣈはҟなるがԻがಉじたΊಹཏڷに含まれていたՄ性もߴい。

中世にೖると調査地が所在する川口は、川口ڷとݺれ、ງ೭内地区を中৺に集落がଘ在

していた。川口ڷは中世からߐ戸時代までஉ山八幡ٶにؼଐしていた。ಉじ木津川左岸の河川ෑ

内を調査した21・22次調査においても中世の遺構、遺物をݕ出した。中世以後、八幡市पลはަ

通の要িであるとともにؠਗ਼水八幡ٶの前町としてӫえた。

木津川河床遺跡では、地震によるӷ状化ݱで下層にある砂が上層にਧき上げる噴砂がߴいස

度で発見される。これらの噴砂は慶長伏見大地震（1596年）に伴ってੜじたものとされている。

̏ ɽ調 査 ֓ ཁ
木津川左岸の堤防とྲྀҬの間、堤防寄りにτϨンνを設定した。東ଆの調査地を̍τϨンν、

西ଆを̎τϨンνとした（第̎ਤ）。調査地は、̣55˃̬ にくܗ状であったたΊ、調査地の南東

֯から10ｍごとにτϨンνの主࣠に行するように区ըし、南東から数ࣈを༻いて地区名とした。

̍・̎τϨンνは、ݸ別に地区ׂりを行った（第３ਤ）。遺構番号は、̍τϨンνは̍から通し番

号を、̎τϨンνは10から通し番号を付した。

ʢ̍ʣ̍ τϨϯν　

ᶃং（第４ਤ）

基ຊ層Ґは、࠷上෦に地土と考えられるද土が堆積し、次に河川による砂礫層がްく堆積し

ていた。この砂礫層は、花ቋݯىؠと考えられる長石、石ӳ、Ӣなどを含Ή白৭の砂礫で、明

治̎年の木津川ຊྲྀ付けସえ以後に木津川がӡんできた堆積物と考えられる。この木津川ຊྲྀが

もたらした砂礫層は、遺構面上に堆積する３～５・̓層を平しながら堆積したたΊ、遺構ݕ

出面上の堆積層は、0.05～0.2ｍとബいものであった。遺構ݕ出面は、14～16・21層で、南東か

ら北西にわずかにࣼして堆積していた。

なお、土層அ面ਤは遺構や噴砂のগないτϨンν中ԝ෦分をআき、作ਤした。

ᶄݕग़遺ߏ

1τϨンνでは、柱穴̍か所（̨̥01）、溝跡（̨̙02～05）をݕ出した。

̨̥�1（第４・５ਤ）　̍τϨンν̓区のนࡍから21層を۷りࠐΉܗでݕ出した。柱穴の平面
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約0.2ｍ、ਂさ約0.2ｍを測る。遺構内ܘ、はنはਅԁで、นはਨに۷られていた。柱穴のܗ

からの出土遺物はなく、時期は不明である。包含層۷時に、この地区の遺構ݕ出面付近からは、

飛鳥時代から平安時代の遺物が出土している。

̨̙��（第４・５ਤ）　̍τϨンν̍区から、４・16層上面でݕ出した。༙水と安全確อの

からఈを確認できなかったが、溝のنは幅約6.4ｍ、ਂさ0.4ｍ以上である。遺構内からは出土

遺物はなく、時期は不明である。

̨̙��（第４・５ਤ）　̍τϨンν̎区から、16層上面でݕ出した。溝のنは、幅約2.7ｍ、

ਂさ約0.3ｍを測る。遺構内からは出土遺物はなく、時期は不明である。

̨̙��（第４・５ਤ）　̍τϨンν̎区から、15・16層上面でݕ出した。溝のنは、幅約1.5ｍ、

ਂさ約0.4ｍを測る。遺構内からは出土遺物はなく、時期は不明である。

̨̙�5（第４・５ਤ）　̍τϨンν̒区から、20層上面でݕ出した。溝のنは、幅約1.7ｍ、

ਂさ約0.4ｍを測る。遺構内からは出土遺物はなく、時期は不明である。しかし、包含層۷時に、

第３ਤ　調査地地区ׂりਤ
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この地区の遺構ݕ出面付近からは、飛鳥時代から平安時代の遺物が出土している。

 （࠭第４・５ਤ）　̍τϨンν５区から南北ํ向にԆびる噴砂をݕ出した。噴砂は遺構ݕ出面

上にബく堆積している５層まで噴き上がっていたが、明治̎年以後にܗ成された木津川ຊྲྀの堆

積物にはٴんでいなかった。噴砂はԫ৭砂で、幅約30Dmを測る。噴砂の྆ଆには明ԫ৭土

が噴砂にԊってബく認Ίられた。これは、地震がىこったࡍにىこるӷ状化ݱに伴うものと考

えられる。

木津川河床遺跡における噴砂は1596年̕月５日にىこった慶長伏見大地震に伴うものとされ

る。このことから̎層より下の堆積層は1596年以前にܗ成されたことがわかる

ʢ̍ʣ̎ τϨϯνɹ

ᶃং（第̒・̓ਤ）

地土と考えられるද土はτϨンν南東では0.2ｍ、北西では0.9ｍと北西に近づくほどްく堆

積していた。ද土の下層は、τϨンνとಉじく木津川ݯىと考えられる砂礫層がްく堆積してい

第５ਤ　第̍τϨンν遺構ஔਤ
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た。そのްさは、0.9～1.9ｍを測る。この砂礫層は、遺構面上に堆積する３・４層を平しな

がら堆積したたΊ、1τϨンνとಉじく遺構面上の堆積層のްさは、0.1～0.3ｍとബいものであ

った。遺構ݕ出面は、５・10層上面である。遺構はこれらの土層を۷りࠐΉ状ଶでݕ出できた。

ઌにड़たように、土層அ面ਤは遺構や噴砂のগないτϨンν中ԝ෦分にͭいてはׂѪした。

また、அ面ਤの遺構ݕ出面はઢをଠくして記ࡌしている。また遺構ݕ出面以下の地層にͭいては、

さらにஈを設けてτϨンνの内ଆをஅちׂったஅ面と߹成したたΊ߹しない෦分もଘ在する。

ᶄݕग़遺ߏ

出した遺構は、柱穴10か所、溝跡̕か所、土坑̕か所である。これらの遺構の時期は、出土ݕ

遺物から中世である。このほか噴砂のࠟ跡を確認した。この中世の遺構面下から奈良～平安時代

の土器がࠞೖする土層を確認した。この遺物包含層は、τϨンν中ԝ付近の̔区にあり、15層（灰

第̒ਤ　第̎τϨンν堆積状گਤ（̍）
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Φリーϒ৭砂質土）である。その堆積層の下からಉ時期の遺構は、確認できなかった。

̨̙1�（第̒・̔・10ਤ）　̎τϨンν̓・̔区から、10層を۷りࠐΉ状ଶでݕ出した。溝の

から、̍度の۷りしが行われていること؍は、幅約2.9ｍ、ਂさ約0.8ｍを測る。அ面のن

がわかる。࠷初の溝の埋土はΦリーϒ৭土である。۷りされた溝のنは、幅約1.3ｍ、ਂ

さ約0.6ｍを測る。その溝の埋土は、５・̒層である。これら埋土中からは、瓦器のഁ片や土

師ࡼ片（56～61・63～65）が多ྔに出土した。これらのことから中世の溝であると考えられる。ま

た、10区からは、この溝で出土した瓦器よりもわずかに古い様相をࣔす瓦器（62）が出土して

いることから、この溝付近にはಉ時期の遺構がల։するものと考られる。

̨̙11（第̒・̔・̕ਤ）　̎τϨンν̍・̎区から、҉灰৭土を۷りࠐΉܗで、ਅ東西ํ

第̓ਤ　第̎τϨンν堆積状گਤ（̎）
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向にݕ出した。溝のنは、幅約0.8ｍ、ݕ出長約5.0ｍ、ਂさ約0.5ｍを測る。埋土から、瓦器片

や土師器片が出土した。中世の溝と考られる。

̨̙1�（第̒・̔・̕ਤ）　̎τϨンν̎・３区から、５層を۷りࠐΉܗでݕ出した。この溝は、

東西ํ向を向き、̨̙11とおよそ５ｍれる。溝のنは、幅約0.4ｍ、ݕ出長約3.2ｍ、ਂさ約

５Dmを測る。埋土から瓦器片や土師器片が出土し、中世の溝と考えられる。

̨̙1�ɾ1�（第̒・̔・̕ਤ）　̎τϨンν３区からݕ出した。̨̙13は東西ํ向の溝で、そ

のنは幅約0.8ｍ、ݕ出長約2.9ｍ、ਂさ約0.1ｍを測る。埋土は̨̙12とಉじであることから、

第̔ਤ　第̎τϨンν遺構ஔਤ
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第̕ਤ　第̎τϨンν遺構࣮測ਤ
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中世の溝のՄ性がある。̨̙14は南北

ํ向の溝で、そのنは幅約0.4ｍ、ݕ出

長約2.0ｍ、ਂさ約５Dmを測る。̨̙13

とಉ時期の溝である。

̨̙15（第̒・̔・̕ਤ）　̎τϨン

ν３区からݕ出した東西ํ向の溝であ

る。̨̙12から北ํ約3.5ｍにҐஔする。

溝のنは幅約0.4ｍ、ݕ出長約3.5ｍ、

ਂさ約0.15ｍを測る。瓦器片や土師器片

が出土したことから、中世の溝と考えら

れる。

̨̙16（第̒・̔・̕ਤ）　̎τϨン

ν３・４区からݕ出した東西ํ向の溝で

ある。̨̙15から北ํ約3.5ｍにҐஔし、

ن出した。溝のݕでܗΉࠐ৭土を۷り

は幅約0.4ｍ、ݕ出長約3.3ｍ、ਂさ約0.1ｍを測る。埋土から土師器片がগྔ出土した。中世の

溝と考えられる。

̨̙1�ɾ1�（第̒・̔・̕ਤ）　̎τϨンν４区からݕ出した。̨̙17は東西ํ向の溝で、ن

は幅約0.3ｍ、ݕ出長約3.2ｍ、ਂさ約0.1ｍを測る。埋土から土師器片がわずかに出土したこと

から、中世の溝と考えられる。̨̙18は、̨ ̙17にަする南北ํ向の溝で、ಉ時期の溝である。

̨̠1�（第̕ਤ）　̎τϨンν̎区からݕ出した長ପԁܗの土坑で、نは0.5ʷ0.9ｍ、ਂさ約

0.2ｍを測る。埋土から土師器片が出土した。

̨̠��（第̕ਤ）　̎τϨンν３区からݕ出した長ํܗをఄすると考えられる土坑である。น

面にかかるたΊ、全༰は不明である。土坑のنは0.5ʷ0.5ｍ以上、ਂさ約0.15ｍを測る。

̨̠�1（第̕ਤ）　̎τϨンν３区からݕ出した土坑で、نは0.7ʷ1.1ｍ、ਂ さ約0.3ｍを測る。

埋土から瓦器片や土師器片が出土した。中世の土坑である。

̨̠��（第̕ਤ）　̎τϨンν３区からݕ出したが調査区֎に৳びるたΊ、全༰は不明である。

土坑のنは1.5ｍ以上ʷ0.7ｍ以上、ਂさ約0.3ｍを測る。埋土から瓦器片や土師器片がわずかに

出土した。

̨̠��（第̕ਤ）　̎τϨンν４区でݕ出した土坑で、̨̙16埋後に۷された。نは

0.8ʷ0.7ｍ、ਂさ約0.3ｍを測る。埋土から土師器片がわずかに出土した。

̨̥��ʙ��（第̕ਤ）　̎τϨンν３区からݕ出した。柱穴のنは0.1ܘｍ～0.3ｍ、ਂさ0.1

～0.2ｍを測る。これらの柱穴܈は、一列にฒͿことなく建物等に෮ݩできない。時期はいずれ

も不明である。

̨̠��（第̕ਤ）　̎τϨンν３区からݕ出した。土坑のنは0.5ʷ0.9ｍ、ਂ さ約0.2ｍを測る。

第10ਤ　第̎τϨンν̨̙10࣮測ਤ



木津川河床遺跡第 27 次発۷調査報告

-ø３-

̨̠��（第̕ਤ）　̎τϨンν３区からݕ出した土坑で、نは0.5ʷ0.7ｍ、ਂ さ約0.2ｍを測る。

埋土から瓦器片や土師器片がわずかに出土した。

̨̠�5（第̕ਤ）　̎τϨンν３区からݕ出した土坑であるが調査区֎にԆびるたΊ、全༰は

不明である。̨̙16と重ෳするܗでݕ出され、土坑埋後に溝が設けられた。土坑のنは、ܘ

0.4ｍ、ਂさ約0.1ｍを測る。

̨̠�6（第̕ਤ）　̎τϨンν４区からݕ出した土坑で、نは0.3ʷ0.4ｍ、ਂ さ約0.1ｍを測る。

̨̠��（第̕ਤ）　̎τϨンν４区からݕ出した土坑で、調査区֎にԆびるたΊ、全༰にͭい

ては不明である。نは、0.4ʷ0.4ｍ以上、ਂさ約0.1ｍを測る。

第11ਤ　出土遺物࣮測ਤ（̍）
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遺แؚ（第̒ਤ）　̎τϨンν̔区からݕ出した̨̙10の下層から奈良時代の遺物を包含す

る層を確認した。層のൣғは、ްさ0.5ｍ、幅7.7ｍで、調査区֎に྆がԆびるたΊنは不明

である。出土遺物が奈良時代にݶ定され、पғが後の地層によってられていることから遺構の

埋土であったՄ性もある。

 （࠭第̒・̔ਤ）　̎τϨンν５～̕区からݕ出した。噴砂は、1τϨンνとಉじく中世の遺

構面の上に堆積する地層までٴͿものがある。

̐ ɽग़  遺 （第11～14ਤ）

第12ਤ　出土遺物࣮測ਤ（̎）
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̍～15（第11ਤ）は第̍τϨンν出土で、16～69（第12～14ਤ）は第̎Ϩンν出土のものである。

遺構出土のものはഁ片であったたΊ、ࡌܝした࣮測ਤは包含層やஅちׂりのࡍに出土したもので

ある。16～35・37～39・41～43は、̎τϨンνの中世の遺構面下からݕ出した遺物包含層出土の

ものである。出土地区や法ྔにͭいては、؍දに記ࡌした。

̍・̎は須恵器ഋ֖である。３は須恵器ഋである。４・５は須恵器の֖である。̒・̓は須

恵器のഋ̗である。̔は土師器ഋである。̕は古墳時代前期の土師器のᙈである。10は大きくٯ

ϋࣈ状に։く口ԑ෦で、にԜઢが1条८る。11は須恵器の֖である。ఱ井෦中ԝにͭまみの

ܽଛࠟ跡が認Ίられる。12は須恵௷のମ෦である。13は瓦質のࠋである。内֎面は回సφσで、

内面ఈ෦付近は೪土のܧぎがされている。ఈ෦はέズリ調があり、̎か所の大きなৠؾ

がある。14は須恵質の煙ಥ状土製品である。口ԑ෦֎面にはタタΩのࠟ跡がる。15は、須恵器

ᙈである。1τϨンνからは古墳時代前期から中世までの遺物が出土している。

16～18は須恵器֖である。19は須恵器ഋ̖である。20～23は須恵器ᆀ̗である。24は須恵器の

ᰍ௷である。25はྠ状ߴの付く須恵器の௷である。26は須恵器ഋ̗である。27～32は土師器

ഋである。33～35は土師器ഋで、内面ఈ෦とମ෦に҉を施す。36～42は、土師器ᙈである。

43・44は須恵器ഋ̖である。43は内面に࣫が付着する。45～47は須恵器ഋ̗である。48は須恵器

ළ子である。ఈ෦֎面にࢳりࠟがる。49～51は緑釉陶器のである。緑釉はೱ緑৭やബ緑৭

第13ਤ　出土遺物࣮測ਤ（３）
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第14ਤ　出土遺物࣮測ਤ（４）
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のものがある。52～55は土師器ഋである。55は内面に҉文を施す。56～61は土師器ࡼである。62

～65は、瓦器である。66～68は瓦質のӋזである。66は௳෦下にഗが付着する。68は௳෦が

ܽଛしている。69は中国ಉ安༼の青磁ࡼである。

̎τϨンν出土の中世の土師器ࡼは13世紀前後に֘するとࢥわれる。瓦器にͭいてもほ΅

この時期にてはまる。緑釉陶器にͭいては̕世紀後のものとࢥわれる。中世遺構面下の遺物

包含層出土の土器܈は、̔世紀中ࠒのものである。

̑ � · ͱ Ί
今回の調査の݁果、古墳時代前期から13世紀にかけての遺物が出土した。̎τϨンνでݕ出し

た遺構は、12～13世紀にଐする。また下層から出土した̔世紀中ࠒの土器܈は、遺構のݕ出には

らなかったが、पลにこの時期の遺構がଘ在することをࣔしており、今後のपล෦での調査にࢸ

期される。今回の遺物や遺構は、古代の奈良ڷや中世の川口ڷの広がりを考える上で貴重なࢿ

ྉとなった。

̍　福ౡ行ʮ木津川河床遺跡第26次調査ʯ（h 京都府埋蔵文化財調査報告書ʱ京都府ڭҭҕһ会）2015

̎　八幡市ࢽ編ࢊҕһٞڠ会編（h 八幡市ࢽʱ第̍・̎巻）1986・1980

３　פ川　Ѵʮ付ࡌ　木津川河床遺跡でݕ出された地震のӷ状化跡ʯ	ʰ八幡市埋蔵文化財発۷調査֓報ʱ

第17集
1995

番号 器種 器ܗ
出土地 法　ྔ（Dm）

ख法上の特
τϨンν 地　　区 遺構番号 口　ܘ 器　ߴ

1 須恵器 ഋ֖ ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 9.4 3.1 ఱ : ϔϥり。口 : ϩΫϩφσ。
2 須恵器 ഋ֖ ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 11.5 3.3 ఱ : ϔϥり。口 : ϩΫϩφσ。
3 須恵器 ഋ ̍τϨンν ̒区 ʕ 10.2 3.0 ఈ : ϔϥり。口 : ϩΫϩφσ。
4 須恵器 ֖ ̍τϨンν ̎区 ʕ ʕ ʕ ఱ：ϩΫϩφσ。
5 須恵器 ֖ ̍τϨンν ̓区 ʕ 16.6 2.0 ఱ～口：ϩΫϩφσ
6 須恵器 ഋ ̍τϨンν ５区 ʕ ʕ ʕ ఈ : ϩΫϩφσ
7 須恵器 ഋ ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 15.5 4.7 ఈ～口：ϩΫϩφσ
8 土師器 ഋ ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 12.8 3.2 ఈ～口：ϩΫϩφσ
9 土師器 ᙈ ̍τϨンν ̓区 ʕ 16.0 ʕ 口：φσ
10 須恵器 ԣළ口 ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 9.3 ʕ 口：ϩΫϩφσ
11 須恵器 ֖ ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 17.8 5.6 ఱ：ϔϥり。口：ϩΫϩφσ
12 須恵器 ᆵ ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ ʕ ʕ ମ：ϔϥりʴφσ
13 瓦質 ࠋ ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 22.0 20.6 口～ମ：ϩΫϩ、ఈ෦έズリ、φσ
14 須恵器 煙ಥ状土製品 ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 10.2 ʕ 口～ମ：φσ、タタΩ
15 須恵器 ᙈ ̍τϨンν ̒・̓区 ʕ 20.0 ʕ 口：φσ。ମ：タタΩ
16 須恵器 ֖ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 14.3 2.15 ఱ～口：ϩΫϩφσ
17 須恵器 ֖ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 15.4 1.65 ఱ～口：ϩΫϩφσ
18 須恵器 ֖ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 15.7 2.0 ఱ～口：ϩΫϩφσ
19 須恵器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 13.4 3.2 ఈ～口：ϩΫϩφσ
20 須恵器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 14.2 9.2 ఈ～口：ϩΫϩφσ

付ද　出土遺物؍ද
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番号 器種 器ܗ
出土地 法　ྔ（Dm）

ख法上の特
τϨンν 地　　区 遺構番号 口　ܘ 器　ߴ

21 須恵器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 15.6 4.3 ఈ～口：ϩΫϩφσ
22 須恵器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 10.3 3.0 ఈ・ମ：ϩΫϩφσ
23 須恵器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 13.5 9.3 ఈ～口：ϩΫϩφσ
24 須恵器 ᰍᆵ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 9.2 ʕ 口・ମ：ϩΫϩφσ
25 須恵器 ᆵ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 ʕ ʕ ମ：ϩΫϩφσ
26 須恵器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 26.0 14.6 ఈ～口：φσ
27 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 14.1 3.5 ఈ～口：φσ
28 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 13.7 3.2 ఈ～口：φσ
29 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 13.2 4.1 ఈ～口：φσ
30 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 13.8 3.4 ఈ～口：φσ
31 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 17.0 3.4 ఈ～口：φσ
32 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 18.8 2.3 ఈ～口：φσ
33 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 11 2.9 ఈ：έズリʴφσ。口：φσʴ҉
34 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 16 2.4 ఈ：έズリʴφσ。口：φσʴ҉
35 土師器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 11 3.2 ఈ：έズリʴφσ。口：φσʴ҉
36 土師器 ᙈ ̎τϨンν ̎区 ʕ 15.8 ʕ 口：φσ。ମ：ϋέ
37 土師器 ᙈ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 14.8 11.8 口：φσ。ମ：ϋέ
38 土師器 ᙈ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 26.8 ʕ 口：φσ。ମ：έズリ
39 土師器 ᙈ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 21.6 ʕ 口～ମ：ϋέ
40 土師器 ᙈ ̎τϨンν ̎区 ʕ 21.4 ʕ 口：φσ。ମ：ϋέ
41 土師器 ᙈ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 22.4 ʕ 口：φσ。ମ：ϋέ
42 土師器 ᙈ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 26.8 ʕ 口：φσ。ମ：ϋέ
43 須恵器 ഋ ̎τϨンν ̔区 遺物包含層 14.1 3.7 ఈ～口：φσ
44 須恵器 ഋ ̎τϨンν ３区 ʕ 14.8 3.3 ఈ～口：φσ
45 須恵器 ഋ ̎τϨンν ３区 ʕ 8.8 3.1 ఈ・ମ：ϩΫϩφσ
46 須恵器 ഋ ̎τϨンν ５区 ʕ 14.5 4.3 ఈ～口：ϩΫϩφσ
47 須恵器 ഋ ̎τϨンν ５区 ʕ 14.3 4.7 ఈ～口：ϩΫϩφσ
48 須恵器 ළ子 ̎τϨンν ５区 ʕ ʕ ʕ ମ：ϩΫϩφσ。ఈ：ࢳり
49 緑釉陶器  ̎τϨンν ̎区 ʕ ʕ ʕ ମ：ϩΫϩφσ。ఈ：りだしߴ
50 緑釉陶器  ̎τϨンν ４区 ʕ ʕ ʕ ମ：ϩΫϩφσ。ఈ：りだしߴ
51 緑釉陶器  ̎τϨンν ̔・̕区 ʕ ʕ ʕ ମ：ϩΫϩφσ。ఈ：りだしߴ
52 土師器 ഋ ̎τϨンν ̓区 ʕ 11.8 2.0 ఈ～口：φσ
53 土師器 ഋ ̎τϨンν ̓区 ʕ 12.9 2.0 ఈ～口：φσ
54 土師器 ഋ ̎τϨンν 10 区 ʕ 13.0 2.7 ఈ～口：φσ
55 土師器 ഋ ̎τϨンν ̕区 ʕ 17.1 2.6 ఈ：έズリʴφσ。口：φσʴ҉
56 土師器 ࡼ ̎τϨンν ̓区 ʕ 7.5 1.1 ఈ～口：φσ
57 土師器 ࡼ ̎τϨンν ̓区 ʕ 8.2 1.2 ఈ～口：φσ
58 土師器 ࡼ ̎τϨンν ̓区 ʕ 7.4 1.1 ఈ～口：φσ
59 土師器 ࡼ ̎τϨンν ̓区 ʕ 6.4 1.9 ఈ～口：φσ
60 土師器 ࡼ ̎τϨンν ̓区 ʕ 7.8 1.1 ఈ～口：φσ
61 土師器 ࡼ ̎τϨンν ̓区 ʕ 7.8 1.3 ఈ～口：φσ
62 瓦器  ̎τϨンν 10 区 ʕ 15.0 5.6 ఈ～口：φσʴ҉
63 瓦器  ̎τϨンν ̓区 ʕ 12.2 4.9 ఈ～口：φσʴ҉
64 瓦器  ̎τϨンν ̓区 ʕ 13.8 4.0 ఈ～口：φσʴ҉
65 瓦器  ̎τϨンν ̓区 ʕ 13.5 4.9 ఈ～口：φσʴ҉
66 瓦質 Ӌז ̎τϨンν ̓区 ʕ 21.8 9.6 ఈ～口：φσʴϋέ
67 土師器 Ӌז ̎τϨンν ５区 ʕ 13.4 ʕ 口：φσ。ମ：φσʴϋέʴέズリ
68 瓦質 Ӌז ̎τϨンν ̓区 ʕ 29.0 ʕ 口：φσ
69 青磁  ̎τϨンν 10 区 ʕ ʕ ʕ ఈ：έズリ。中国ಉ安༼
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̎.平等院旧境内遺跡発۷調査報告

̍ ɽ ͡ Ί ʹ
今回の発۷調査は、塔のౡ地区改修事業に伴うもので、国土ަ通ল近ـ地ํ備ہཎ川河川事

所のґཔを受けて࣮施した。調査地は、宇治川の分ྲྀである塔川の河床で、世界遺࢈平等院の

東ଆにҐஔする。

平等院は、౻原道長から宇治の別業をܧঝした౻原པ通により、Ӭঝ （̓1052）年に建され

た寺院である。時の平等院境内地はݱ在よりかなり広ൣであったと考えられている。想定され

る旧境内地がݱ在の平等院旧境内遺跡としてଊえられている。ݱ在ではೋ条、ਗ਼水寺などとも

に1994年、Ϣωεコによりʮ古都京都の文化財ʯとして世界遺࢈にొ録されている。

発۷調査は平成24年度から行っており、今回で３回の調査となる。これまでの調査で、川ఈ

をܹٸな水ྲྀからอޢするたΊにଧたれた杭܈や木杭と河川礫で構ஙされた堤状遺構をݕ出し

た。堤状遺構の木杭の์ࣹ性ૉ年代測定を行ったとこΖ、15世紀（室町時代）の年代をࣔすもの

があった。

調査にあたっては、京都府ڭҭҕһ会や宇治市ڭҭҕһ会、宇治市都市備෦ྺ࢙まちづくり

推ਐ՝文化財อޢ係、宇治市ڠޫ؍会、फڭ法人平等院,、宇治市ྺࢿ࢙ྉؗ খౢਖ਼亮ࢯなどに

ごྗڠいただいた。ँײしたい。なお、調査に係る経අは、すて国土ަ通ল近ـ地ํ備ہཎ

川河川事所がෛ୲した。

ʤ調査ମ੍ʥ

ฏ��

ࠀ調査ऀɹ調査第̎՝長　　　　　　　　　　　水谷ᆹݱ

　調査第̍係長　খ݉ࠤ調査୲ऀɹ調査第̎՝՝長ิݱ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹಉ　　調査һ　　　　　　　　　　Ճ౻խ࢜

調ɹ査ɹɹॴɹ宇治市宇治塔川

ɹɹ平成24年12月̒日～平成25年̍月16日ؒظ調査ݱ

調ɹ査ɹ໘ɹੵɹ400㎡

ฏ�5

ࠀ調査ऀ　調査՝長　　　　　　　　　　　　　水谷ᆹݱ

দ　อؠ　　　　　　　　調査୲ऀ　調査՝調査第̎係長ݱ

　　　　　　　　　ಉ　　主　　　　　　　　　　　૿田
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第̍ਤ　पล地ਤٴびपล遺跡
̍ɽ平等院旧境内遺跡 ̎ɽ木幡古墳３ ܈ɽ西Ӝ遺跡 ４ɽೋ子௩古墳 
５ɽ寺界道遺跡 ̒ɽࣳϊ東༼跡 ̓ɽ広岡谷古ุ ̔ɽ広岡谷遺跡 
̕ɽᤈ福寺 10ɽᤈ福寺塔頭跡 11ɽ一番ׂ遺跡 12ɽೌϲ௩遺跡 
13ɽ҇寺山古墳 14ɽ岡ຊ遺跡 15ɽ岡ຊഇ寺 16ɽӋ戸山遺跡 
17ɽ൏上り瓦༼跡 18ɽ൏上り遺跡 19ɽ西൏上り遺跡 20ɽ東中遺跡 
21ɽ大寺跡 22ɽᣢ道遺跡 23ɽࢤլ谷༼跡 24ɽ三室戸瓦༼跡 
25ɽ三室戸境内遺跡 26ɽ三室戸子院跡 27ɽ山瓦༼跡 28ɽ山古墳 
29ɽົ見古墳 30ɽົ見古ุ 31ɽ山ຊ古ุ 32ɽ山ຊ瓦༼跡（宇治瓦༼） 
33ɽ山ຊ༼跡 34ɽೋ子山北墳（̍号墳） 35ɽೋ子山南墳（̎号墳） 36ɽ山ຊ古墳 
37ɽ宇治上ਆ社遺跡 38ɽ宇治ਆ社遺跡 39ɽ恵৺院山前遺跡 40ɽ宇治市֗遺跡（川東地区） 
41ɽޅ௩古墳 42ɽᣢ道ؙ山古墳 43ɽԵํ遺跡 44ɽᴳౡ跡 
45ɽᆵ蔵跡（࠶建） 46ɽᆵ蔵跡（建） 47ɽ宇治代所跡 48ɽ宇治市֗遺跡（川西地区） 
49ɽ平等院ఉԂ 50ɽ塔ϊ川遺跡 51ɽ新別所山遺跡 52ɽ院ޚ所山遺跡 
53ɽ宇治東山遺跡 54ɽ宇治東山山上遺跡 55ɽળ法古ุ 56ɽ下ډ遺跡 
57ɽऄ௩遺跡 58ɽఱਆ遺跡 59ɽ八落遺跡 
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調ɹ査ɹɹॴ　宇治市宇治塔川

ݱ  調 査 ظ ؒ　平成26年̎月３日～３月４日

調ɹ査ɹ໘ɹੵ　480㎡

ฏ�6

࢘調査ऀ　調査՝長　　　　　　　　　　　　　石井ਗ਼ݱ

দ　อؠ　　　調査第̎係長݉ࠤ調査୲ऀ　調査՝՝長ิݱ

　　　　　　　　　ಉ　　副主査　　　　　　　　　　引原茂治

　　　　　　　　　ಉ　　調査һ　　　　　　　　　　竹村亮仁

調ɹ査ɹɹॴ　宇治市宇治塔川

調ɹ査ɹظɹؒ　平成26年12月16日～平成27年３月10日

調ɹ査ɹ໘ɹੵ　1,600㎡

ฏ��ཧ報告ɹ

ཧ報告ऀ　調査՝長　　　　　　　　　　　　　有井広幸

ཧ報告୲ऀ　調査՝՝長ิ݉ࠤ調査第̍係長　　　細川康晴

　　　　　　　　　ಉ　　副主査　　　　　　　　　　引原茂治　

（引原茂治）

̎ ɽҐ ஔ ͱ  ڥ
̍ʣཧతڥ

調査ର地である平等院旧境内遺跡が所在する宇治市は、京都ຍ地の東南にҐஔしている。市

のपғは京都市、ޚٱ山市、ཅ市、宇治田原町にしており、東は࣎լݝ大津市とഎしてい

る。宇治市の中ԝをྲྀれる宇治川は、ཎ川水系にଐし、ඐഀބにそのを発し、田川へとྲྀれ

であっܗΉࠐໆにぎ、ཎ川にྲྀれڊ、み、京都府にೖり、名を宇治川と改Ίる。かͭてはࠐ

たが、文３（1594）年に๛ਉल٢によって、堤がஙかれ、ڊໆと分அされるܗとなった。1941

年にׯによってڊໆがফ໓したݱ在では、大山࡚町で、ܡ川、木津川と߹ྲྀし、さらにཎ川

へとྲྀれࠐみ、大ࡕへとଓく。

今回の調査地は、平等院より東に約80mの地であり、宇治川の分ྲྀである塔川にかかるتક

。の間にあたるڮ٦、ڮ

̎ʣྺ ڥత࢙

平等院旧境内遺跡पลの著名な建造物ٴび遺跡としてড়ົ寺跡や白川ۚ৭院跡、宇治上ਆ社、

ో道ஓ子のุとされるؙ山古墳や౻原ࢯに関係するとݴわれる木幡古墳܈・古ุ܈、宇治川東

෦における࠷大の古墳であるೋ子௩古墳、๛ਉल٢がங造させた࢙跡宇治川ଠ߰堤跡などがあげ

られる。宇治市には平等院を含Ί、౻原ࢯに関࿈する遺構が多くଘ在している。

宇治市のྺ࢙は、旧石器時代後期にり、ೄ文時代、ੜ時代には、宇治川、ڊໆのपลの
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い地に集落がܗ成されていた。西൏上がり遺跡では、木༿ܗઑ頭器、ԡしܕ文土器などが出

土している。Եํ遺跡ではੜ時代中期の୦穴建物、ํܗप溝ุが見ͭかっている。

古墳時代後期には、宇治ೋ子௩古墳がங造される。後期古墳としては京都府࠷大ڃのもので、

宇治川を見下ΖすҐஔにஙかれている。全長100mをえる前ํ後ԁ墳であることが宇治市の調

査によって確認されている。墳ٰの一෦は大ਖ਼時代に։発によりഁյされていまが、宇治市の調

査からೋ重पや造り出しのࠟ跡、ஈஙςϥεにはԁྠ列が確認されている。埋施設にͭ

いては全にഁյされているが、ԣ穴式石室であると報告されている。さらに౻原一に関࿈す

る木幡古墳܈・古ุ܈がங造され、古墳時代から平安時代までに約350基の墳ุがங造された。

飛鳥時代にೖると൏上り瓦༼跡でੜ࢈された瓦が飛鳥地Ҭにڅڙされる。大化 （̎646）年には

ૐ道ొにより、宇治ڮが作られ、宇治はަ通の要所をしてҐஔਤけられるようになる。

平安時代になると、宇治市は貴の別業が多く作られるようになる。平等院は左大ਉݯ༥の別

業といわれ、その後、宇多ఱߖ、౻原道長へと所有者をมえ、Ӭঝ （̓1052）年に道長の子、౻原

པ通により平等院は寺化されていく。かͭての平等院の境内ൣғはݱ在よりも広く考えられおり、

平等院旧境内遺跡としてपされている。

弘 （̎1005）年౻原道長によって౻原一のफとして建ཱされたড়ົ寺跡は1965・1991年に

宇治市によって発۷調査が行われ、三ດಊと多ๅ塔と考えられる遺構が確認されている。三ດಊ

は北ล、東ลの遺ଘがݦ著で、西ลは平を受けている。基ஃपลٴび南ลにおいてはްさ約

0.5ｍものম土が確認されている。建物のنとしては̓間ํ࢛である。一ํ、多ๅ塔と考えら

れている遺構にͭいては三ດಊの東ลから約2.0ｍのҐஔで確認している。明確な基ஃ、ૅ石な

どはݕ出されておらず、h 中ӈ記ʱからのՀཟஔの෮ݩをもとに推定されている。

白川ۚ৭院跡は、平等院から南東に約1.5kmれたখຍ地にҐஔしている。康和４（1102）年に

౻原པ通の່、౻原子によって建ཱされたとされている。長４（1460）年にমࣦし、その後࠶

建され、ʮ白川一ʯとশされるほどの院をͭ࣋中世త寺院として発లしたが、明治初年の

ഇᆝऍによりഇ寺となった。出土遺物の瓦ྨには今回の調査でもྨ例を確認した河内向山系の

ෳห༿࿇華文を主文とし、中にೋをするタΠϓも含まれている。この瓦は康和３（1101）

年の平等院修ཧのࡍの瓦にҐஔ付けられるものである。

宇治上ਆ社は宇治川の東岸にҐஔし、平等院とಉ時に1994年に世界遺࢈にొ録されている。そ

のຊ఼はݱଘする日ຊ࠷古のਆ社建ஙとして有名である。使༻木ࡐの年代から康平３（1060）年ご

Ζと推定されている。平等院との関係にͭいては不明だが、平等院の建がӬঝ （̓1052）年であ

ることからԿらかの関係はあるものと考えられる。ਆ社の南西にはʰԆت式ʱ式内社である宇治

ਆ社が࠲している。h Ԇت式ʱでは宇治ਆ社は̎࠲と記ࡌされていることから、宇治ਆ社、宇

治上ਆ社の̎社はରをなすものと考えられている。

鎌倉時代になると、建３（1336）年にೇ木ਖ਼成によって、宇治がমかれる。このことがస機と

なり、これまでのઁ関Ոの別業のମ੍、؍ܠが崩れて、平安時代に造られた地ׂをແࢹした新た

な֗作りがਐΊられていく。　
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安土・౧山時代にೖると、๛ਉल٢により文３（1594）年に伏見がஙされたことにより、

宇治川のྲྀれは大きくมする。これまで宇治ڮあたりで分ྲྀに堤をஙき、そのྲྀれを北ਐさせ、

伏見に向かってྲྀれるようにした。さらにখ倉から向ౡにࢸる堤防をஙくことで、京都から奈

良を݁Ϳ大和֗道をมߋした。このことはަ通の要としての宇治の性格をม化させていくことに

ͭながった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（竹村亮仁）

̏ ɽ調 査 ֓ ཁ
平等院旧境内遺跡は、平等院を中৺に南北約400m、東西約400mをそのൣғとし、平等院南ଆ

には塔ϊ川遺跡が南北約130m、東西約160mをൣғにҐஔしている。

平等院旧境内遺跡は、これまでに宇治市、センターによって調査が行われている。細かな調

査成果にͭいてはׂѪするが、これまでの調査成果によりೄ文時代から中世にかけての遺構、遺

物が確認されている。

 ̍ʣݕग़遺ߏ

ʢ̍ʣฏ��調査

平成24年度調査は、ڮ٦下ྲྀ෦に̍τϨンν、تકڮ上ྲྀ෦に̎、３τϨンνを設定し、調査

第̎ਤ　τϨンνஔਤ
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第３ਤ　平成24年度̍τϨンν平面ٴびஅ面ਤ
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第４ਤ　平成24年度̎τϨンν平面ਤٴび杭列அ面ਤ

第５ਤ　平成24年度̎τϨンν南นஅ面ਤ
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を行った。（第̎ਤ）̍ τϨンνでは、ݱ在の河床下約1.2mまで۷を行ったが、河川堆積の礫

層であった（第３ਤ）。̎、３τϨンνでは、ݱ代の遺物が含まれる河床࠷上面をআڈ後、杭列を

出した。̎τϨンνの杭列は̎条確認でき、川に平行する列と川をࣼΊにる列とがある。前ݕ

者は、大খの杭が不نଇながらฒんでいる。杭の間には൘ࡐ等がଘ在していたՄ性もあり、ޢ

第̒ਤ　平成24年度３τϨンν平面ਤ

第̓ਤ　平成24年度３τϨンν南นஅ面ਤ



平等院旧境内遺跡発۷調査報告

-ùþ-

岸施設と考えられる。ܘ約0.2ｍほどの杭が約1.8ｍの等間ִにଧたれる、約12.5mの杭列である。

そのӈ岸にはܘ約0.1ｍఔ度の杭が不نଇにฒんでおり、̎の杭の間には൘ࡐなどがଘ在し

ていたՄ性がࢦఠされている。いずれもखිのようなものでઌがられている。後者は、下

ྲྀํ向に45度ఔ度で৳びる杭列で、0.2～0.1ܘｍの杭がࠞ在してଧたれている。前者の杭列を

水ྲྀからอޢするものと考えられる。さらにԁ礫をからませることでその機をߴΊていたもの

と推定される。３τϨンνでもଘ状گは不良であるが、宇治川下ྲྀに向かっての৳びている杭

列を確認した。̎、３τϨンνの杭列の年代ܾ定はしいが、ઙいものでは明治時代の遺物を含

Ή層の下0.3ｍఔ度でཹまっていることから、明治時代以߱にଧたれたものと考えられる。

ʢ̎ʣฏ�5調査

下ྲྀ約130mに、15か所の調査区を設定し、調査を࣮施した݁果、古い時期の旧河道やڮકت

岸施設ங造時期のもޢんだࠐ岸൘をଧちޢ在のݱ、も新しい河道では࠷。岸施設を確認したޢ

ので、それより下層では３～４条の河道を確認したが、時期にͭいては不明である。河道にͭい

ては̍τϨンν、10τϨンνのஅ面には確認できるが、15τϨンνのஅ面では確認することがで

きない。それより下層ではڊ礫ݕ出し、その下に基൫層を確認した。さらに塔の川中ԝに向けて

τϨンνを拡ுした݁果、河道跡ٴびޢ岸施設を確認した。

基൫層上面でݕ出したڊ礫にͭいては、伏թ構造とݺれるࣗવ堆積とஅされた。塔の川中

ԝ付近で確認した幅約４～̒mのڊ礫の広がりは、伏թ構造のように一定ํ向に礫が向かず、人

礫の間からはڊ。定された堤状遺構を推定されるݻ、తにஔされ、྆全面には杭がଧたれ

奈良時代から平安時代の瓦が出土しており、平等院の関࿈施設のՄ性がࢦఠされた。

第̔ਤ　平成25年度τϨンνஔਤ
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ʢ̏ʣฏ�6調査

平成26年度の調査は塔の川にかかるتકڮからڮ٦の間に５か所の調査区を設定し、調査を行

った。平成25年度の調査でࢦఠされた堤状遺構の全༰を確認するとともに、これまで調査されて

いなかったڮ٦上ྲྀ෦に調査区を設けて、遺構の有ແを確認した。

̍τϨϯν　調査区のもっとも北にҐஔする。上層からݱ在の河川堆積、コンΫリーτ、その

下0.2mは河川事のࡍのཚであった。τϨンν南ଆには̍mほどのڊ礫を含Ήԁ礫層が広がり、

その下層にݻくకまったԫ৭のシルτが地山までଓく。ԫ৭のシルτ下、約0.1mには明青

灰৭のシルτ層がଓく。北ଆには֯礫層が堆積し、この֯礫層からは古મや近世の遺物が出土し

ているが、遺構というஅは積ۃతにはできなかった。

̎τϨϯν　̍τϨンνの上ྲྀ෦にҐஔし、఼推定地とされるҐஔにあたる。河川事によ

るཚ付近までは̍τϨンνとಉ一の層Ґをఄする。ཚ以下は細砂層、地山のԁ礫層である。

第10ਤ　平成25年度４、12τϨンν伏թ構造ݕ出状گਤ



京都府遺跡調査報告集　第 øýü 冊

-３÷-

河川改修によるཚまでは、水平堆積、砂層から下は西から東に下がる堆積をఄしている。南北

にͭいては、南から北に向かって落ちࠐΉ堆積を確認している。出土遺物は瓦や中世の土師器ࡼ

が出土した。瓦はτϨンν南東෦より多く出土した。τϨンν北ଆでは一ஈ下がる地ܗが確認さ

れ、土師器ࡼやમ՟などが出土した。いずれもཚ下層の細砂層に包含するものである。包含ྔ

から遺構が期されたが、遺構はݕ出されなかった。

̏τϨϯν　コンΫリーτ下約0.4mまではݱ代の河川改修によるཚ層である。ཚ層下

に地山とࢥわれる0.2m大のԁ礫層が確認された。このԁ礫層は̎τϨンνಉ様に西ଆに向かっ

て上がる様相をఄし、τϨンν東ଆのஅ面には్中から細砂がԁ礫層の上に堆積する。この細砂

第11ਤ　平成26年度̍、̎、３、４τϨンνஔਤ

第12ਤ　平成26年度̍τϨンν東นஅ面ਤ
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第13ਤ　平成26年度̎τϨンν平面ٴび西นஅ面ਤ
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層は河川のྲྀれによって堆積したものと考えられる。̎τϨンνでは地山のԁ礫層に被る砂層中

から瓦がݕ出されたが、遺物はほとんど出土しなかった。

̐τϨϯν　３τϨンνとಉ様な堆積を確認した。コンΫリーτ下約４m۷を行ったが、0.3

～0.5mఔ度のԁ礫層がଓき、̍τϨンνで確認したシルτ層は確認できなかった。さらに、̍

～３τϨンνでみられる砂層にͭいても確認できなかった。遺物は出土していない。

̑τϨϯν　平成25年度調査で堤状遺構が確認され、その全༰を明らかにするたΊ、ࡢ年度の

調査区に重なるܗで南北50mʷ東西̒mの調査区を設定し、調査を行った。

調査の݁果、旧河道にͭいては面తに確認することができなかった。そのたΊ、堤状遺構の

上まで重機۷を行った調査の݁果、堤防状遺構̨̭01を一基確認した。

49�1　南北約53mʷ東西約５mのൣғに杭と人頭大の礫܈を確認した。平成25年度で確認し

たものは、今回ݕ出した遺構の࠷上面と考えられ、۷ਂ度は、ࡢ年度よりもਂい。礫܈はنଇ

性を࣋たず、川に面していたと推定される遺構東ଆも石垣状にはஔされていない。礫の大きさ

は上ྲྀ෦、下ྲྀ෦でࠩは認Ίられない。もっともுり出す地では、石出し状をఄす。川のྲྀれ

を੍ޚするతで造られたと考えられる。上ྲྀ෦の石だし状施設は礫や杭のີ度はബく、性格付

けはしいが、石出し状施設のಥ出෦と考えられる礫܈が一෦ることから下ྲྀ෦とಉ様な施設

がஙかれていたと推定される。下ྲྀ෦の石だし状施設では、瓦や杭がີ集して出土する。࠷下ྲྀ

෦では、ޢ岸施設が西岸ଆに۶ંする。τϨンν֎に向かうたΊ、全༰は確認できなかったが、

西岸まで৳びていたものと推定される。

杭のݕ出は、堤防全ମでは෦分తなものである。上ྲྀ෦は、上ྲྀから下ྲྀに向かって列状に

第14ਤ　平成26年度３τϨンν北นٴび４τϨンν西นஅ面ਤ



平等院旧境内遺跡発۷調査報告

-３３-

第15ਤ　平成26年度５τϨンν平面ਤ
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されているが、明確なنଇ性は認Ίられない。中ԝ෦の杭܈は石出し状施設に伴うものと推定さ

れるが、વとしない。平安時代の瓦がこの地から出土した。下ྲྀ෦の杭܈にͭいても石出し

状施設に伴うものと推定される。ಥ出෦にԊうように設ஔされているようにも見えるが、一෦の

杭は、杭ࢭΊޢ岸と考えられるが、ࢧえ柱や、頭ԡえは見られず、積ۃతなஅはできない。

面తには左岸ଆに向かい、؇やかにԁހをなしている。堤状遺構からはຏ໓した瓦片、近代の

陶磁器片、明治時代のेમಔ՟などが出土しており、近世以߱まで使༻されていたՄ性がある。

（竹村亮仁）
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̐ ɽग़  遺 

平等院旧境内遺跡の調査では、平成24年度にཧശ̍ശ、平成25年度に̎ശ、平成26年度に43

ശ、46ܭശの遺物が出土した。多数をΊるのが瓦ྨである。ほかに、土器、陶磁器、મ՟、石

造物などがある。時期తには、主に平安時代から近世の遺物である。ここでは、調査年度ຖに出

土遺物を報告する。なお、法ྔなどのৄ細は、出土遺物؍දに記ࡌする。

ʢ̍ʣฏ��ग़遺（第18ਤ）

̍ ～10は、

３τϨンνの

砂層から出土

した。̍～３

は中国製の青

花磁器খと

みられる。֎

面に花文をඳ

く。器はബ

く、口ԑ෦は

。く֎するڧ

̍・̎はಉ文

である。３は

やや大ৼりに

なるものとみ

られる。４は

中国製の青花

磁器ࡼである。

内面に花文を

ඳく。口ԑ෦

は֎する。

５はືমᎬ

ുの口ԑ෦で

ある。̓ຊ୯

Ґの۳状۩

でᎬが引か

れ る。18世 紀

のものとみࠒ

られる。̒も 第18ਤ　平成24年度出土遺物࣮測ਤ
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ືমᎬുのఈ෦とみられる。

̓は京ম系の陶器ുで、見ࠐみにथࢬにࢭまるᑉ文をඳく。ఈ෦はޟਠఈ状である。近世後期

以߱のものとみられる。̔は染付磁器である。֎面にࢬ༿文をඳく。ߴ内にʮฌӴʯの

をもͭ。京মのਗ਼水ฌӴ༼の製品で、近世後期以߱のものとみられる。̕は京ম系の陶器ുで

ある。֎面口ԑ෦に文をඳく。ఈ෦はޟਠఈ状で、̔とಉ様の器ܗとみられる。近世後期以

߱のものとみられる。10は陶製もしくは土師質のޒಙの一෦とみられる。

11・12は̎τϨンνから出土した。11は平瓦で、Ԝ面にࠟ、ತ面にೄタタΩࠟがみられる。

12も平瓦で、Ԝ面にࠟ、ತ面にೄタタΩࠟがみられる。いずれも、古代のものとみられる。

第19ਤ　平成25年度出土遺物࣮測ਤ （̍土器・陶磁器）
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ʢ̎ʣฏ�5ग़遺（第19・20ਤ）

13は須恵器Ꭼുの口ԑ෦とみられる。֎面に̎条のઢを८らす。古墳時代のものか。14は須

恵器ഋ֖とみられる。ややখܕのものとみられ、古墳時代後期以߱の須恵器と考えられる。̓世

紀ࠒのഋのՄ性もある。４τϨンνから出土した。15は中国製の白磁খである。器はബ

खで、口ԑ෦が֎する。16は中国製の白磁とみられる。状のഋとも考えられる。。17は৴

楽মのുである。土に長石ཻを含Ή。17世紀ࠒの製品とみられる。̕τϨンνから出土した。

18は৴楽মのᎬുである。５ຊ୯Ґの۳状۩でᎬが引かれる。土に長石ཻを含み、17世紀

の製品とみられる。̕τϨンνから出土した。19は瓦質のՐࣷと考えられる。器はްखであࠒ

り、ແである。中世～近世初頭ࠒのものか。̍τϨンνから出土した。20は染付磁器大ࡼで

ある。ං前磁器（ҏສཬ）とみられる。内面には文、֎面には文をඳく。ߴ内にϋリࢧ

えのࠟ跡がる。11τϨンνから出土した。21は染付磁器ുである。口ԑ෦はྠ花状であり、

̒֯もしくは̔֯の多֯ܗにܗしているとみられる。ߴ内にʮ花山精製ʯのがある。࢈地

は不明である。18世紀後以߱のものとみられる。̕τϨンνから出土した。

22は平瓦で、Ԝ面にࠟ、ತ面にೄタタΩࠟがみられる。ްखの瓦である。23は平瓦で、22

とಉ様に、Ԝ面にࠟ、ತ面にೄタタΩࠟがみられる。29もಉ様の平瓦である。24は平瓦で、

Ԝ面にࠟ、ತ面に細かいೄタタΩࠟがみられる。25は平瓦で、24とಉ様に、Ԝ面にࠟ、

ತ面に細かいೄタタΩࠟがみられる。28は平瓦で、ತ面にඛܗऄの格子タタΩࠟがみられる。

26はؙ瓦で、ತ面に細かいೄタタΩࠟがみられる。27はؙ瓦のඌ෦で、Ԝ面にࠟがみられる。

以上の瓦は、古代から中世にかけての瓦と考えられる。なお、22～25・29は̍τϨンν出土、26

～28は11τϨンν出土である。

ʢ̏ʣฏ�6ग़遺

平成26年度の出土遺物はଞの年度にൺて出土ྔが多く、種ྨも多い。特に瓦ྨの出土が多い

のが特৭である。そのたΊ、種ྨ別に項をཱてて報告する。また、瓦ྨにͭいては、τϨンν

ຖに報告することとしたい。

ᶃثɾಃ࣓ث（第21ਤ）

出土した土器では、土師器ࡼにͭいて、h 法人平ڭび名উ平等院ఉԂอଘ備報告書（फٴ跡࢙

等院　2003）ɦ（以下、備報告書とする。）で分ྨが行われている。したがって、その成果と߹

性をもたせるたΊ、その分ྨにैうこととする。なお、ਤࣔした遺物は、66以֎、全て̎τϨン

νから出土した。66は５τϨンν出土である。

30～36は大ܗの土師器ࡼで、平ୱなఈ෦から口ԑ෦がؙく۶ۂしてཱち上がる。器はおおよ

そബखで、ਂ Ίの器ܗである。内面および口ԑ෦はφσ調、֎面にはࢦΦαΤのࠟ跡がる。

備報告書の分ྨでは̟̍ྨで、15世紀後༿ࠒを中৺とした時期のものとみられる。37～39は土

師器ࡼで、上記の土師器ࡼの中ܗのものとみられる。内面および口ԑ෦はφσ調、֎面には

・を中৺とした時期のものとみられる。40・41ࠒる。̟ᶘྨで、15世紀後༿ΦαΤのࠟ跡がࢦ

55は土師器ࡼで、内面のఈ෦と口ԑ෦の۶ۂがややڧくなる。器ܗはઙである。内面および口
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ԑ෦はφσ調、֎面にはࢦΦαΤのࠟ跡がる。16世紀ࠒのものか。47～52はఈ෦の中ԝが

Φࢦれるものである。内面および口ԑ෦はφσ調、֎面にはݺとࡼで、ϔιࡼΉ土師器ۼ

αΤのࠟ跡がる。̞ྨで、15世紀前期のものと考えられる。53・54は土師器ࡼで、֎ܗは̞ྨ

にྨࣅするが、ఈ෦は平ୱである。15世紀中期ࠒのものとみられる。56～64は土師器ࡼで、内面

のఈ෦と口ԑ෦の۶ۂ෦にઢをもͭものである。内面および口ԑ෦はφσ調、֎面にはࢦ

ΦαΤのࠟ跡がる。̠ᶗ・̠ᶘྨで、18世紀前期のものとみられる。42は土師器ࡼで、ؙみを

もったઙの器ܗである。̡ྨで、17世紀のものとみられる。43～46はখܗの土師器ࡼで、ؙみ

をもったઙの器ܗである。̤ྨで、17世紀のものとみられる。

65は土師器ುで、口ԑ෦がʮくʯのࣈ状に֎ଆに۶ۂする。内面はφσ調である。近世初期

を中৺とする磁器のものとみられる。

66は৴楽মのᎬുで、土に長石ཻを含Ή。内面には、̒ຊを୯Ґとする۳状۩でᎬを施

す。17世紀のものとみられる。67はං前磁器（ҏສཬ）染付ಙ利で、෦に文や花文とみられ

る文様をඳく。17世紀後期の製品のである。

第21ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ （̍土器・陶磁器）
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ᶄྨנ

平成26年度の調査では、瓦が多数出土した。特に、̎ τϨンνと５τϨンνに集中する。また、

式ܕ瓦のݢ、瓦と߹性をもたせるたΊݢの調査で出土したڈ瓦が多く含まれる。それで、աݢ

名はʰ࢙跡ٴび名উ平等院ఉԂอଘ備報告書（फڭ法人平等院　2003）ɦ（以下、備報告書と

する。）に४ずることにする。

̎τϨϯν（第22ਤ～第24ਤ）

68はෳห࿇華文を内区主文とするؙݢ瓦である。中には̍ʴ̒の࿇子をする。࿇ห文のप

ғにはच文とݍઢが८り、֎पには文が८る。備報告書の̢̣016系とみられるが、

文がややҤॖؾຯである。平等院建期の11世紀中༿ࠒの瓦と考えられるもので、南都系の瓦と

みられる。69はෳห八༿࿇華文を主文とするؙݢ瓦で、中には̍ʴ４の࿇子をする。中の

पғにはᤩをදす。文様はፏ平ؾຯで֯がཱち、シϟーϓな印を受ける。これまでの平等院प

ล出土ࢿྉにྨ例は見たらないが、11世紀ࠒの瓦とみられる。70は୯ห࿇華文を主文とするݢ

ؙ瓦である。11世紀ࠒの瓦とみられる。71は୯ห࿇華文を主文とするؙݢ瓦で、̢̣004系とみ

られる。11世紀ࠒのものとみられる。72は࿇華文を主文とするؙݢ瓦である。খ片のたΊৄ細は

不明であるが、69とಉ文とも考えられる。

73はෳห༿࿇華文を主文とするؙݢ瓦で、中はӈ巻きのೋ文である。子༿のपғにݍઢ

をもͭ。̣ ̢033系のものとみられる。12世紀初頭の平等院改修期に使༻されたと考えられる瓦で、

河内向山系である。74はෳห༿࿇華文を主文とするؙݢ瓦で、中はӈ巻きの三文である。

̢̣037系のものとみられる。12世紀中༿ࠒのものとみられ、河内向山系である。75～80は、上

記̎とಉ様、河内向山系のؙݢ瓦である。75はෳห༿࿇華文を主文とするؙݢ瓦で、中は

左巻のೋ文である。子༿にݍઢはなく、̢̣038系とみられる。76～80は中が不明であり、

。式の̠01にあたるܗ印瓦ࠁ印がある。備報告書のࠁ式は不明である。77はपԑ෦にʮ˓ʯのܗ

78にͭいては、子༿のपғにݍઢがあり、̢̣032・033系とみられる。76・77・79・80は、̢̣

034～039系にあたるものとみられる。

81はෳห八༿࿇華文を主文とするؙݢ瓦で、中には̍ʴ４の࿇子をするものとみられる。

これまでの平等院पล出土ࢿྉにྨ例は見たらないが、平安時代の瓦とみられる。

82は左巻三文を主文とするؙݢ瓦で、पғをच文が८る。備報告書の̢̣102系のものと

みられ、近世瓦である。83もಉ様の三文ؙݢ瓦で、च文が82より大きであるが、ಉ系の近世

瓦とみられる。84はӈ巻三文ؙݢ瓦でとみられるが、খ片でありৄ細は不明である。च文が

82・83よりখཻで、中世の瓦のՄ性も考えられる。

86はݢ平瓦で、Ԝ面に、ತ面にೄタタΩࠟがる。ֺ෦にはૈいタタΩࠟがり、୮ࣰ

Ԧ子瓦༼の製品とみられる。瓦面はണ落しており、文様は不明である。౻原道長が建ཱした法

成寺跡からもಉ様のٕ法の瓦が出土しており、11世紀前ࠒの瓦とみられる。87は文を主文

とするݢ平瓦で、पғをݍઢおよび細かいच文が८る。ֺ෦にૈいタタΩࠟがり、୮ࣰԦ子

瓦༼の製品とみられる。86もಉ文であるՄ性も考えられる。備報告書では、୮系のݢ瓦は
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第22ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ （瓦、̎・３τϨンνؙݢ̎）
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第23ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ３（ݢ平瓦、̍・̎τϨンν）
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第24ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ４（瓦、̎τϨンν）



平等院旧境内遺跡発۷調査報告

-ûü-

報告されていない。なお、法成寺跡と考えられている京都府ཱיᔊߍߴ出土とえるಉ文のݢ平

瓦が、ಉߍߴに所蔵されている。

88はच文とݍઢが८るݢ平瓦で、主文は不明である。平安時代の瓦とみられる。89はๅ相華

文を主文とするݢ平瓦で、पғにݍઢが८る。̣̝003系のもので、11世紀ࠒの瓦とみられる。

ややখܕの瓦である。

90～98は河内向山系の文ݢ平瓦で、中に文をͭ࣋ෳห༿࿇華文ؙݢ瓦とରになるも

のとみられる。この系౷のݢ平瓦は多くの文様ύターンがあり、ຊのൺֱではどのܗ式にଐす

るのかஅするのはࠔである。92は̣̝058系に、95は文の෦のܗ状から̣̝045系にଐ

するものか。97は文様は不明であるが、土やܗの状گから河内向山系の瓦と考えられる。い

ずれも、12世紀初頭～中༿ࠒにかけての瓦とみられる。

99～102は࿈ଓする左巻三文のݢ平瓦である。全༰がわかるものはない。文のपғにݍઢ

がないので、̣̝064もしくは065系とみられる。河内向山系の瓦と考えられる。備報告書によ

ると、12世紀初頭ࠒの三文ؙݢ瓦とରになるものとみられるが、今回の調査では、それに֘

するؙݢ瓦は出土していない。

104はತ面にඛܗ格子文タタΩࠟをもͭ平瓦で、Ԝ面にはࢳࠟおよびࠟがる。105～

107はತ面に細かいඛܗ格子文タタΩࠟをもͭ平瓦で、Ԝ面にはࢳࠟ・ࠟがみられる。

108・109はತ面にඛܗऄの格子文タタΩࠟをもͭ平瓦で、Ԝ面にࢳࠟ・ࠟがる。

110・111はತ面にࣃڒ文タタΩࠟをもͭ平瓦で、Ԝ面にࠟがる。以上の平瓦は中世のもの

と考えられる。112はؙ瓦のඌ෦で、ఝ穴をもち、内面にはࠟがる。

̑τϨϯν（第25ਤ）

113はෳห八༿࿇華文ؙݢ瓦とみられ、中に大ཻの࿇子をもͭ。瓦面にଳ状のᣂইがある。

࿇ห文のपғにݍઢ・च文が८る。これまでの平等院पล出土ࢿྉにྨ例は見たらないが、11

世紀ࠒの瓦とみられる。114もෳห八༿࿇華文ؙݢ瓦とみられる。113に近い文様構成とみられる

が、ৄ細は不明である。115はෳห八༿࿇華文ؙݢ瓦である。中には̍ʴ４の࿇子をもち、中

のपғにᤩが८る。文様およびそのදݱは26ʵ̎τϨンν出土のؙݢ瓦69にྨࣅしており、ほ

΅11世紀ࠒの瓦とみられる。116は༿࿇ห文ؙݢ瓦で、中には̍ʴ４の࿇子をもͭ。備報

告書にಉ文瓦はࡌܝされていないが、หのܗ状が、文の中をもͭෳห༿࿇華文ؙݢ瓦にྨ

、状からܗしており、それとಉじ時期の瓦とも考えられる。なお、この瓦の文様は、子༿のࣅ

ๅ相華文とも考えられる。117は࢛༿ๅ相華文ؙݢ瓦で、中には̍ʴ̔の࿇子をもͭ。ๅ相華

文のपғを、ݍઢ・च文・ݍઢが८る。̢̣041系の瓦とみられる。11世紀ࠒのものとみられる。

118はؙݢ瓦で、文様等は不明であるが、土等から平安時代の瓦とみられる。119・120は中

に文をもͭ河内向山系のؙݢ瓦である。119は子༿にݍઢをもたない。120は中がӈ巻の三

文である。12世紀の瓦とみられる。

121はࡋ花文を主文とするݢ平瓦である。ࡋ花文のपғをݍઢが८り、その下ํにۉ

文がల։する。明ྎなֺ෦をもたない。Ԝ面にはࠟがる。備報告書にはಉ文瓦の記ࡌ
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がないが、ほかのࡋ花文ݢ平瓦の例からみて、11世紀ࠒの瓦と考えられる。122は文ݢ平

瓦である。瓦の一෦がണがれたもので、ܕ式は不明であるが、平安時代の瓦とみられる。123

は࿈ଓする左巻三文のݢ平瓦である。文のपғにݍઢがないので、̣̝064もしくは065系と

みられる。河内向山系の瓦で、12世紀初頭ࠒの瓦と考えられる。

124はपԑ෦に竹管文を८らしたَ瓦の一෦と考えられる。時期は不明であるが、中世のもの

のՄ性もある。

125はෳઢඛܗ格子文タタΩࠟをもͭ平瓦である。中世の瓦と考えられる。126・127は細かい

ඛܗ格子文タタΩࠟをもͭ平瓦で、127の格子文のઢがややଠΊである。中世の瓦とみられる。

128は平瓦で、長ํܗ状のఝ穴をもͭ。Ԝ面にࠟ、ತ面に細いೄタタΩࠟがる。古代の瓦

とみられる。

ͦͷଞͷτϨϯν（第22ਤ・第23ਤ）

103は文ݢ平瓦で、̍τϨンνから出土した。文様のৄ細は不明であるが、̣̝209系のՄ

性があり、近世瓦とみられる。85は左巻三文ؙݢ瓦で、３τϨンνから出土した。文様はፏ

平ؾຯで、中世の瓦とみられる。

ᶅમ՟（第26ਤ）

129・130はમの։ݩ通ሟで、初ரは621年である。129は̍τϨンνから、130は̎τϨンν

第26ਤ　平成26年度出土遺物࣮測ਤ （̒મ՟）
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から出土した。

131は北મのූݩሟで、1008年初ரである。̎τϨンνから出土した。132は北મのఱᜉ

通ሟで、1017年初ரである。̎τϨンνから出土した。133は北મのఱݩሟで、1023年初ர

である。̎τϨンνから出土した。134～136は北મのᗂೡݩሟで、1068年初ரである。̎τϨ

ンνから出土した。137～142は北મのݩ๛通ሟで、1078年初ரである。137～141は行書ମで、

142はᝰ書ମである。139が̍τϨンν出土で、そのଞは̎τϨンνから出土した。143・144は北

મのݩ༞通ሟで、1086年初ரである。143はᝰ書ମ、144は行書ମである。̎τϨンνから出土

した。145は北મのݩሟで、1094年初ரである。̎τϨンνから出土した。146・147は北

મの和通ሟで、1111年初ரである。146はᑵ書ମ、147はᝰ書ମである。146は̍τϨンνから、

147は̎τϨンνから出土した。

148は明મのӬ楽通ሟで、1408年初ரである。̎τϨンνから出土した。149はϰΣτφϜのޫ

ॱ通ሟで、1460年初ரである。̎τϨンνから出土した。

150・151はӬ通ሟで、1636年初ரの、いわΏる古Ӭである。150は̍τϨンνから、151は

̎τϨンνから出土した。151はഎ面にʮ文ʯのࣈをர出したӬ通ሟで、文મともݺれる。

1688年初ரの、いわΏる新Ӭである。̎τϨンνから出土した。152～154はഎ面に青ւ文を

ர出したӬ通ሟで、࢛文મである。1768初ரの、新Ӭである。５τϨンνの堤状遺構̨̭01

から出土した。156はӬ通ሟで、1697年初ரの新Ӭである。̎τϨンνから出土した。157は

明治20（1887）年発行の一મಔ՟である。５τϨンνの堤状遺構̨̭01から出土した。

ᶆੴ（第27ਤ）

出土した石造物は、全てྠޒ塔の෦ࡐである。５τϨンν南෦にあたる上ྲྀଆの砂層中から

出土した。

158は෩ۭྠで、花ቋؠ製である。４面にᑓࣈがࠁまれていたとみられるが、̎面はണ落して

おりଘしていない。ਤࣔした面には、ۭྠにʮΞンʯ、෩ྠにʮόンʯの、西ํఏのᑓࣈ

がࠁまれているものとみられる。その向かって左ଆ面には、ۭྠにʮΞΫʯ、෩ྠにʮόΫʯの、

北ํᔷᒒのᑓࣈがࠁまれている。ണ落が著しいが、ൺֱత大ৼりの෩ۭྠであり、古様をࣔす。

14世紀にるՄ性もある。159は෩ۭྠで、花ቋؠ製である。ଘ状گはൺֱత良で、̍面

にᑓࣈをࠁΉ。ۭྠにはʮέンʯ、෩ྠにはʮーンʯのᑓࣈがࠁまれる。蔵大日ਅݴの一෦

とみられる。158にൺて、ややখৼりである。15世紀ࠒのものか。

160はՐྠで、҉緑৭をଳびたݎ៛なՐ成ؠとみられる石ࡐで作られており、ྏ෦が明ྎに

ଘする。ᑓࣈはࠁまれておらず、上෦に෩ۭྠを受けるϗκ穴がある。ݢりは上面が෦でや

やߴΊにり上がるが、下面は؇やかにる。15世紀ࠒのものか。161はՐྠで、花ቋؠ製である。

ᑓࣈはࠁまれていない。上෦に෩ۭྠを受けるϗκ穴があり、下෦にも水ྠを受けるϗκ穴をも

Ίにり上がり、下面はほ΅水平で෦でり上がる。160よりখߴりは上面が෦でݢ。ͭ

ৼりであり、ݢ෦も新しい様相をࣔす。16世紀ࠒのものか。162はՐྠで、花ቋؠ製である。࢛

面にᑓࣈをࠁΉ。ਤࣔした面にはʮϥʯの東ํ発৺のᑓࣈをࠁΉ。向かって左ଆの面にはʮϥ
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ーʯの南ํ修行のᑓࣈをࠁΉ。向かってӈଆの面にはʮϥΫʯの北ํᔷᒒのᑓࣈをࠁΉ。എ

面にはʮϥンʯの西ํఏのᑓࣈをࠁΉ。法ྔは160とほ΅ಉ様であるが、ᑓࣈの有ແと石ࡐ

にҧいがある。15世紀ࠒのものか。

163・164は水ྠで、花ቋؠ製である。ද面がണ落しているが、ᑓࣈはࠁまれていないものとみ

られる。上面・下面ともϗκはなく、平ୱに上げる。163はፏ平ؾຯの164、ܗٿは࠷大ܘを

上෦にもͭፏ平なᆵܗをఄする。15世紀ࠒのものか。165～171は水ྠで、҉緑৭をଳびたݎ៛

なՐ成ؠとみられる石ࡐで作られている。上面・下面ともϗκはなく、中ԝをઙくۼませている。

166・167はʮϏʯのᑓࣈがࠁまれている。蔵大日ਅݴの一ࣈとみられる。ܗମతには、ᆵܗの

ものとፏ平なܗٿのものがある。ൺֱత大ৼりのものが古いものとみられ、相ରతに15～16世紀

。のものと考えられるࠒ

172は地ྠで、花ቋؠ製である。上面はわずかにり上がりؾຯで、中ԝにϗκ穴をઠͭ。ᑓ

とみられؠなՐ成៛ݎのものか。173は地ྠで、҉緑৭をଳびたࠒまれていない。15世紀ࠁはࣈ

る石ࡐで作られている。上面にはϗκ穴がなく、ᑓࣈもࠁまれていない。16世紀ࠒのものか。

（引原茂治）

̑ ɽ· ͱ Ί
̍ʣฏӃ఼ʹ͍ͭͯ

౻原道長は宇治に別業を所有していたが、ສण４（1027）年の道長のࢮ後、子の౻原པ道にྖ

された。པ通は、Ӭঝ （̓1052）年にこの別業を寺に改Ίて、平等院と号した。その後、康和３（1101）

年以߱に౻原࣮によって平等院の大نな改修が行われたと考えられている。

平安時代には平等院ຊಊが؍ݱԻಊのҐஔにあったとされる。文ݙにより、ຊಊから宇治川に

向かってཌྷ࿓がԆび、そのઌに宇治川にுり出して఼があったと想定されている。h宇治旧記ʱ

によると、఼は中世後期までଘしており、ُݩ・ఱਖ਼のࠒにমࣦしたとえる。

平成26年度̎τϨンνは؍Իಊの東ଆのҐஔに設定した。఼の想定地付近にあたる。τϨン

ν付近では、ত和48（1973）年の災害෮旧事中に大面औをした֯柱が̍ຊ見ͭかり、఼の柱と

考えられた。このτϨンνの調査では、఼に関࿈する遺構のݕ出を主たるతとした。調査の

݁果、このτϨンνからは、఼に関࿈する遺構は確認できなかった。また、ত和48年に確認さ

れた఼の柱と考えられる木ࡐにͭいてもଘしていなかった。しかし、平等院に関係すると考

えられる瓦ྨが、あまりຎ໓を受けていない状ଶで多数出土した。中世の土師器ࡼ等も出土して

いる。

̎ʣݕग़遺ߏʹ͍ͭͯ

今回の３年度にわたる調査地は、宇治川の中भである塔のౡおよび٦ౡで宇治川ຊྲྀからִて

られた分ྲྀの塔の川の川ఈにあたる。調査では、24年度̎・３τϨンνの杭列や26年度５τϨン

νの堤状遺構̨̭01などの遺構をݕ出した。

堤状遺構̨̭01は、川ఈに多数の杭をଧち、その杭の間に礫をೖして構ஙされたものと考え
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られる。平成24年度にݕ出した杭列もそのような構ங物の名とも考えられる。礫をআڈした後

の状گからみれ、土砂をり上げてそのද面に礫をෑいたとは考えにくく、杭と礫による構ங

物と考えるのがଥとみられる。礫の下層に見られる砂を主とするわずかなり上がりは、杭と

礫によって水ྲྀが堰きࢭΊられることにより堆積したものと考えられる。

堤状遺構̨̭01の性格は特定できないが、塔の川の西岸近くにあることから、水ྲྀを੍ޚする

防災施設として造られたՄ性がある。h 宇治市࢙ʱによると、平等院から宇治ڮにかけては宇

治川の૿水で水害がස発したたΊ、ߐ戸時代に堤が設けられたとされる。安Ӭ５（1776）年の࢙ྉ

では、堤はʮ前ʑよりのདྷりʯとあり、それ以前から堤が造られていたと考えられる。また、

平等院から宇治ڮにかけては、宇治・平等院とݺれ、近世・明治初頭にはस屋やस॓

があった。堤状遺構̨̭01は、宇治川のٸな水のྲྀれから船着場や川岸をޢるたΊに水ྲྀをऑΊ

る施設として造られたとも考えられる。また、船ཷり状の施設とも考えられる。

また、堤状遺構̨̭01は井川の堰であるという考えもある。井川は、宇治市֗地南西ଆのখ倉

地区へڅ水する耕༻の༻水路である。井川のଘ在は、ߐ戸時代前期までさかの΅ることがՄ

とݴわれる。ݱ在の井川にڅ水する井川༲水機場は26年度５τϨンνの北西ଆにҐஔしている。

堤状遺構̨̭01は下ྲྀଆの北෦で西岸ଆに۶ۂしており、༲水機場設ஔ以前のڅ水施設のՄ

性も考えられる。

ෟࡌしたとおり、堤状遺構̨̭01の杭の์ࣹ性ૉによる年代測定では、15世紀から近代まで

第28ਤ　平成26年度出土杭࣮測ਤ
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の杭がଘしていることが明している。また、この遺構からは、中世の瓦や明治20年発行の一

મಔ՟も出土している。堤状遺構が中世から近代にかけてஙかれଓけてきたことを物ޠるもので

あΖう。宇治川とपลにらした人ʑとの係りをࣔす遺構であり、かͭての宇治川河畔の؍ܠを

෮ݩするखֻかりとなる遺構とݴえよう。

̏ʣग़遺ʹ͍ͭͯ

調査地は、宇治川分ྲྀの塔の川の川ఈである。宇治川はྲྀٸとしてられ、また、河川改修も

行われている。洪水などにより、また事により、多くの遺物がྲྀ下しࣦわれたものと考えられ

る。そのような状گの中で川ఈにଘしたのが、今回の出土遺物とݴえる。

26ʵ̎τϨンνからは平等院に関係すると考えられる瓦ྨが多数出土した。特に、12世紀前

期の౻原࣮による改修時に使༻されたと考えられる瓦が多い。ؙݢ瓦では、中が文となる

河内向山系の瓦がそれにあたる。ݢ平瓦では、河内向山系の文ݢ平瓦や࿈ଓする左巻三文

のݢ平瓦がそれにあたる。ؙݢ瓦では出土数17のうち̔で約47ˋ、ݢ平瓦では出土数17

のうち13で約76ˋと、いずれも多数をΊる。これは、౻原࣮によって行われた改修事業

のنの大きさをࣔすものと考えられる。また、その改修により、平等院が࠷もӫえた時期をܴ

えたことをもࣔすと考えられる。

このτϨンνから出土した瓦は、これまでの平等院の修ཧ等で不要になった瓦を付近にغし

たものとみることもできよう。また、上記のとおり、出土した瓦には水ྲྀによってຏ໓したࠟ跡

がなく、ԕִ地からྲྀ下したものとはみられない。付近にԿらかの平等院関係の建物があったՄ

性も൱定できないと考えられる。

平成24・25年度に出土した近世後期以߱の陶磁器からは、この地が行楽٬等でにぎわった様子

がうかがえる。ܠউの地として多くの人ʑをܴえたことをࣔす遺物といえる。

（引原茂治）
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ত和48（1973）年̎月23日付けのʰབ南タΠϜεʱ第6048号

ૠਤ
番号 τϨンν 器種 器ܗ 口ܘ 器ߴ ఈܘ 土 ম成 ৭調 ܗ調 備考

1 24 ʵ 3 青花磁器  9.6） （4.15） ʵ ີ ៛ݎ ʵ ܗ
2 24 ʵ 3 青花磁器  （9.5） 4.25 ʵ ີ ៛ݎ ʵ ܗ
3 24 ʵ 3 青花磁器  （12.0）（3.65） ʵ ີ ៛ݎ ʵ ܗ
4 24 ʵ 3 青花磁器 ࡼ （12.8） 2.95 ʵ ີ ៛ݎ ʵ ܗ
5 24 ʵ 3 陶器（ື） Ꭼു （35.3）（5.2） ʵ ૈ ៛ݎ ʵ ܗ
6 24 ʵ 3 陶器（ື） Ꭼു ʵ （4.3）（15.6） ૈ ៛ݎ ʵ ܗ
7 24 ʵ 3 陶器（京） ു ʵ （3.1） 5.5 ີ ៛ݎ ʵ ܗ
8 24 ʵ 3 染付磁器（京）  （10.8） 4.9 ʵ ີ ៛ݎ ʵ ܗ ʮฌӴʯ
9 24 ʵ 3 陶器（京） ു （11.4） 4.7 ʵ ີ ៛ݎ ʵ ܗ
10 24 ʵ 3 瓦質土器 ಙޒ （10.6）（4.3） ʵ ີ 良 灰白 7.5:8/1 φσ
13 ද࠾ 須恵器 Ꭼു （17.8）（9.6） ʵ ີ 良 灰白 7.5:7/1 内֎面φσ
14 25 ʵ 4 須恵器 ഋ֖ ʵ （1.45） ʵ ີ 良 灰 /6/0 内面φσ・֎面ϔϥ
15 ද࠾ 白磁  （9.8） （1.8） ʵ ີ ៛ݎ ʵ ܗ
16 ද࠾ 白磁 ഋ （7.7） （3.0） ʵ ີ ៛ݎ ʵ ܗ
17 25 ʵ 9 陶器（৴楽） ു （27.4）（5.3） ʵ ૈ ៛ݎ ʵ ܗ
18 25 ʵ 9 陶器（৴楽） Ꭼു （23.4）（5.8） ʵ ૈ ៛ݎ ʵ ܗ
19 25 ʵ 1 瓦質土器 Րࣷ （27.2）（5.4） ʵ ૈ ややೈ 灰 5:34/1 ֎面φσ
20 25 ʵ 11 染付磁器（ං前） ࡼ （47.0） 6.3 （27.0） ີ ៛ݎ ʵ ܗ ϋリࢧえ
21 25 ʵ 9 染付磁器 ു （13.9） 4.9 6.2 ີ ៛ݎ ʵ ܗ ʮ花山精製ʯ
30 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （17.0） 3.5 ʵ ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
31 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （15.7） 3.3 ʵ ີ 良 灰白 10:38/2 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
32 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （15.5） 2.6 ʵ ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
33 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （13.6）（2.7） ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
34 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （12.0） 3.2 ʵ ີ 良 灰白 10:38/2 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
35 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （13.6） 2.7 ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
36 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （14.1） 2.6 ʵ ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/2 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
37 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （12.4）（2.6） ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 7.5:38/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
38 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （13.6） 2.7 ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
39 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （9.4） 1.9 ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:36/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
40 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （11.0） 1.8 ʵ ີ 良 灰白 2.5:8/1 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
41 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （9.9） 1.5 ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
42 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 8.6 1.85 ʵ ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/2 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
43 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 5.6 1.2 ʵ ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
44 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （5.0） 1.05 ʵ ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
45 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 4.8 0.9 ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
46 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 5.8 1.0 ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 7.5:38/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
47 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 7.8 1.9 ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 7.5:38/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ ϔιࡼ
48 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 7.6 1.9 ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 7.5:38/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ ϔιࡼ
49 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 7.2 1.8 ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 7.5:38/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ ϔιࡼ
50 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 7.0 1.6 ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ ϔιࡼ
51 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 7.5 1.8 ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 7.5:38/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ ϔιࡼ
52 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 6.6 1.7 ʵ ີ 良 灰白 2.5:8/2 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ ϔιࡼ
53 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （7.8） 1.75 ʵ ີ 良 灰白 2.5:8/2 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ

付ද̍　出土土器؍ද
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ૠਤ
番号 τϨンν 器種 器ܗ 口ܘ 器ߴ ఈܘ 土 ম成 ৭調 ܗ調 備考

54 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （8.0） 1.9 ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 10:38/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
55 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 9.3 2.0 ʵ ີ 良 明灰 7.5:32/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
56 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （10.8） 1.8 ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
57 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 10.2 1.8 ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 10:38/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
58 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 10.0 1.95 ʵ ີ 良 灰白 2.5:8/2 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
59 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （10.2） 1.85 ʵ ີ 良 灰白 2.5:8/1 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
60 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 10.2 1.8 ʵ ີ 良 ઙԫᒵ 10:38/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
61 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 10.0 1.8 ʵ ີ 良 灰白 2.5:8/1 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
62 26 ʵ 2 土師器 ࡼ （9.6） 1.7 ʵ ີ 良 ᒵ 7.5:37/6 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
63 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 10.0 1.65 ʵ ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/4 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
64 26 ʵ 2 土師器 ࡼ 10.0 1.8 ʵ ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/3 内面φσ・֎面ࢦΦαΤ
65 26 ʵ 2 土師器 ು （28.0）（8.0） ʵ ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 内֎面φσ
66 26 ʵ 5 陶器（৴楽） Ꭼു （37.2） 13.7 （15.2） ૈ ៛ݎ ʵ ܗ
67 26 ʵ 2 染付磁器（ං前） ಙ利 ʵ （16.6） 6.4 ີ ៛ݎ ʵ ܗ

（˞　）数ࣈは෮・ܘݩଘߴ

ૠਤ
番号 τϨンν 出土地 名শ ෦Ґ 幅（ܘ） さߴ ᑓࣈ 石ࡐ 備考

158 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ ෩ۭྠ 	25.8
 20.5 （面࢛） 花ቋؠ 下෦にϗκ
159 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ ෩ۭྠ 23.2 17.0 一面 花ቋؠ 下෦にϗκ
160 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ Րྠ 26.5 17.0 ʵ 不明 上面にϗκ穴
161 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ Րྠ 23.4 15.0 ʵ 花ቋؠ 上面・下面にϗκ穴
162 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ Րྠ 27.8 19.0 面࢛ 花ቋؠ 上面にϗκ穴
163 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 28.5 29.9 ʵ 花ቋؠ
164 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 27.1 18.3 ʵ 花ቋؠ
165 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 24.2 17.0 ʵ 不明
166 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 24.7 16.2 一面 不明
167 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 23.6 18.0 一面 不明
168 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 22.6 16.8 ʵ 不明
169 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 23.9 17.6 ʵ 不明
170 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 22.2 16.2 ʵ 不明
171 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 水ྠ 21.3 14.4 ʵ 不明
172 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 地ྠ 25.0 18.0 ʵ 花ቋؠ 上面にϗκ穴
173 26 ʵ 5 南ଆ砂層 塔ྠޒ 地ྠ 24.8 14.3 ʵ 花ቋؠ

付ද̎　出土石造物؍ද

ૠਤ
番号 τϨンν 瓦種 瓦面ߴ・ܘ ްさ 備考

11 24 ʵ 2 平瓦 ʵ 1.9 ತ面ೄタタΩ
12 24 ʵ 2 平瓦 ʵ 1.6 ತ面ೄタタΩ
22 25 ʵ 1 平瓦 ʵ 3.9 ತ面ೄタタΩ
23 25 ʵ 1 平瓦 ʵ 2.1 ತ面ೄタタΩ
24 25 ʵ 1 平瓦 ʵ 2.1 ತ面に細かいೄタタΩ
25 25 ʵ 1 平瓦 ʵ 2.3 ತ面に細かいೄタタΩ
26 25 ʵ 11 ؙ瓦 ʵ 2.3 ತ面に細かいೄタタΩ
27 25 ʵ 11 ؙ瓦 ʵ 1.5
28 25 ʵ 11 平瓦 ʵ 1.8 ತ面にඛܗऄの格子タタΩ
29 25 ʵ 1 平瓦 ʵ 2.4 ತ面ೄタタΩ
68 26 ʵ 2 瓦ؙݢ 17.1 3.6 ̢̣ 016 系、南都系
69 26 ʵ 2 瓦ؙݢ 16.2 3.3
70 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.6
71 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.9 ̢̣ 004 系
72 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 3.2 69 とಉ文か
73 26 ʵ 2 瓦ؙݢ 14.6 3.5 ̢̣ 033 系、河内向山系
74 26 ʵ 2 瓦ؙݢ 15.0 2.5 ̢̣ 037 系、河内向山系
75 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.9 ̢̣ 038 系、河内向山系
76 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 3.1 ̢̣ 034 ～ 039 系、河内向山系

付ද３　出土瓦؍ද



平等院旧境内遺跡発۷調査報告

-üü-

77 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.6 ̢̣ 034 ～ 039 系、河内向山系、ࠁ印̠ 01
78 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.7 ̢̣ 032・033 系、河内向山系
79 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.5 ̢̣ 034 ～ 039 系、河内向山系
80 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 3.5 ̢̣ 034 ～ 039 系、河内向山系
81 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.5
82 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.9 ̢̣ 102 系
83 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 1.2 ̢̣ 102 系
84 26 ʵ 2 瓦ؙݢ ʵ 2.7 中世か
85 26 ʵ 3 瓦ؙݢ ʵ 2.5 中世
86 26 ʵ 2 平瓦ݢ 	7.5
 2.8 ୮ࣰԦ子瓦༼࢈
87 26 ʵ 2 平瓦ݢ 6.8 4.0 ୮ࣰԦ子瓦༼࢈
88 26 ʵ 2 平瓦ݢ ʵ ʵ
89 26 ʵ 2 平瓦ݢ 3.8 2.9 ̣̝ 003 系
90 26 ʵ 2 平瓦ݢ 3.8 1.85 河内向山系
91 26 ʵ 2 平瓦ݢ 4.4 3.0 河内向山系
92 26 ʵ 2 平瓦ݢ 4.3 2.5 ̣̝ 058 系、河内向山系
93 26 ʵ 2 平瓦ݢ 4.7 2.8 河内向山系
94 26 ʵ 2 平瓦ݢ 4.7 3.0 河内向山系
95 26 ʵ 2 平瓦ݢ 5.2 3.2 ̣̝ 045 系、河内向山系
96 26 ʵ 2 平瓦ݢ 4.4 3.0 河内向山系
97 26 ʵ 2 平瓦ݢ ʵ 2.65 河内向山系
98 26 ʵ 2 平瓦ݢ 4.2 2.7 河内向山系
99 26 ʵ 2 平瓦ݢ 4.2 2.5 ̣̝ 064・065 系、河内向山系
100 26 ʵ 2 平瓦ݢ 5.0 2.5 ̣̝ 064・065 系、河内向山系
101 26 ʵ 2 平瓦ݢ 5.0 2.2 ̣̝ 064・065 系、河内向山系
102 26 ʵ 2 平瓦ݢ 4.8 2.5 ̣̝ 064・065 系、河内向山系
103 26 ʵ 1 平瓦ݢ ʵ ʵ ̣̝ 209 系か
104 26 ʵ 2 平瓦 ʵ 1.8 ತ面にඛܗ格子タタΩ
105 26 ʵ 2 平瓦 ʵ 1.7 ತ面に細かいඛܗ格子文タタΩ
106 26 ʵ 2 平瓦 ʵ 2.2 ತ面に細かいඛܗ格子文タタΩ
107 26 ʵ 2 平瓦 ʵ 1.65 ತ面に細かいඛܗ格子文タタΩ
108 26 ʵ 2 平瓦 ʵ 2.0 ತ面にඛܗऄの格子文タタΩ
109 26 ʵ 2 平瓦 ʵ 1.6 ತ面にඛܗऄの格子文タタΩ
110 26 ʵ 2 平瓦 ʵ 2.2 ತ面にࣃڒ文タタΩ
111 26 ʵ 2 平瓦 ʵ 1.5 ತ面にࣃڒ文タタΩ
112 26 ʵ 2 ؙ瓦 ʵ 2.7 ఝ穴
113 26 ʵ 5 瓦ؙݢ ʵ 2.6
114 26 ʵ 5 瓦ؙݢ ʵ 1.9
115 26 ʵ 5 瓦ؙݢ ʵ 2.5
116 26 ʵ 5 瓦ؙݢ ʵ 1.8
117 26 ʵ 5 瓦ؙݢ 14.2 2.5 ̢̣ 041 系
118 26 ʵ 5 瓦ؙݢ ʵ ʵ
119 26 ʵ 5 瓦ؙݢ ʵ 2.9 河内向山系
120 26 ʵ 5 瓦ؙݢ ʵ 2.2 河内向山系
121 26 ʵ 5 平瓦ݢ 6.5 3.2 瓦幅 25.5Dm
122 26 ʵ 5 平瓦ݢ ʵ ʵ
123 26 ʵ 5 平瓦ݢ 4.5 2.3 ̣̝ 064・065 系、河内向山系
124 26 ʵ 5 َ瓦 ʵ 	3.2
 中世か
125 26 ʵ 5 平瓦 ʵ 1.5 ತ面にෳઢඛܗ格子文タタΩ
126 26 ʵ 5 平瓦 ʵ 2.0 ತ面に細かいඛܗ格子文タタΩ
127 26 ʵ 5 平瓦 ʵ 1.7 ತ面に細かいඛܗ格子文タタΩ
128 26 ʵ 5 平瓦 ʵ 2.8 ತ面にೄタタΩ、ఝ穴
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付編　ࣗવՊֶతํ法による分ੳ݁果

̍ɽ์ࣹ性ૉ年代測定（平成25年度調査）

ύϨΦ・ϥϘ".4年代測定άルーϓ

ҏ౻　茂・安ত⅘・ࠤ౻ਖ਼ڭ・ኍ田ਖ਼࢙・山ܗलथ・খྛߛ一

;aur -omtatiE[e・*ne[a +orjoliani・খྛࠀ

̍ ɼ ͡ Ί ʹ
京都府宇治市にҐஔする平等院旧境内遺跡で出土したࢼྉにͭいて、Ճ器質ྔ分ੳ法（".4

法）による์ࣹ性ૉ年代測定を行った。

̎ ɼࢼ ྉ ͱ ํ ๏
ྉは、̓τϨンνで出土した木杭ࢼ （̍༿थ：1-%ʵ27126）と、10τϨンνで出土した木杭

（̎༿थ：̥-%ʵ27127）、1τϨンνで出土した木杭３（༿थ：1-%ʵ27128）の３である。

いずれのࢼྉも࠷ऴܗ成年ྠがっていた。測定ࢼྉの報、調製σータはද̍のとおりである。

を༻いて（(ύϨΦ・ϥϘ、コンύΫτ".4：/&$製 1.54%）ܭྉは調製後、Ճ器質ྔ分ੳࢼ

測定した。得られた14$ೱ度にͭいてಉҐମ分別ޮ果のิਖ਼を行った後、14$年代、暦年代をࢉ出

した。

̏ ɼ݁ Ռ
ද̎に、ಉҐମ分別ޮ果のิਖ਼に༻いるૉಉҐମൺ（Ў13$）、ಉҐମ分別ޮ果のิਖ਼を行っ

て暦年ֱਖ਼に༻いた年代値とֱਖ਼によって得られた年代ൣғ、׳༻にैって年代値とࠩޡをؙΊ

てදࣔした14$年代を、ਤ̍に暦年ֱਖ਼݁果をそれͧれࣔす。暦年ֱਖ਼に༻いた年代値は下ܻ̍

をؙΊていない値であり、今後暦年ֱਖ਼ۂઢがߋ新されたࡍにこの年代値を༻いて暦年ֱਖ਼を行

うたΊに記ࡌした。
14$年代は"%1950年を基にしてԿ年前かをࣔした年代である。14$年代（yr#1）のࢉ出には、

14$のݮ期として-ibbyのݮ期5568年を使༻した。また、付記した14$年代ޡ （ࠩʶ1М）は、測

定の౷ࠩޡܭ、ඪ४ภࠩ等に基づいてࢉ出され、ࢼྉの14$年代がその14$年代ࠩޡ内にೖる確

が68.2ˋであることをࣔす。

なお、暦年ֱਖ਼のৄ細は以下のとおりである。

暦年ֱਖ਼とは、大ؾ中の14$ೱ度が一定でݮ期が5568年としてࢉ出された14$年代にରし、ա

ݮ期のҧい（14$のݮ中の14$ೱ度のมಈ、およびؾ磁場のมಈによる大ٿ度や地ڧの宇ઢڈ

期5730ʶ40年）をֱਖ਼して、より࣮ࡍの年代値に近いものをࢉ出することである。
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14$年代の暦年ֱਖ਼には0x$al4.1（ֱਖ਼ۂઢσータ：*nt$al13）を使༻した。なお、1М暦年代ൣ

ғは、0x$alの確法を使༻してࢉ出された14$年代ࠩޡに相する68.2ˋ৴པݶ界の暦年代ൣғ

であり、ಉ様に2М暦年代ൣғは95.4ˋ৴པݶ界の暦年代ൣғである。Χοコ内のඦ分の値は、

そのൣғ内に暦年代がೖる確をҙຯする。άϥϑ中のॎ࣠上のۂઢは14$年代の確分をࣔ

し、ೋ重ۂઢは暦年ֱਖ਼ۂઢをࣔす。

測定番号 Ў 13$ 
	̄ 


暦年ֱਖ਼༻年代 
	yr#1 ʶ 1 М 


14$ 年代 
	yr#1 ʶ 1 М 


14$ 年代を暦年代にֱਖ਼した年代ൣғ
1 М暦年代ൣғ 2 М暦年代ൣғ

1-%-27126 
遺物 /o. 木杭 1

-23.28 ʶ 0.18 144 ʶ 17 145 ʶ 15 1680"%	11.7�
1694"%  
1727"%	27.0�
1764"%  
1801"%	 9.3�
1813"%  
1854"%	 1.3�
1857"%  
1863"%	 1.6�
1866"%  
1918"%	17.4�
1939"%

1669"%	15.5�
1700"%  
1720"%	32.1�
1780"%  
1797"%	11.5�
1819"%  
1832"%	17.4�
1880"%  
1915"%	19.0�
1945"%

1-%-27127 
遺物 /o. 木杭 2

-25.37 ʶ 0.17 307 ʶ 17 305 ʶ 15 1523"%	54.3�
1572"%  
1630"%	13.9�
1643"%

1515"%	72.4�
1597"%  
1617"%	23.0�
1647"%

1-%-27128 
遺物 /o. 木杭 3

-27.84 ʶ 0.19 425 ʶ 17 425 ʶ 15 1440"%	68.2�
1460"% 1435"%	95.4�
1477"%

̐ ɼߟ 
̓τϨンνで出土した木杭1（1-%ʵ27126）は、2М暦年代ൣғ（確95.4ˋ）において1669ʵ

1700 Dal "%（15.5�） 、1720-1780 Dal "%（32.1�） 、1797ʵ1819 Dal "%（11.5�） 、1832ʵ1880 Dal 

"%（17.4�） 、1915ʵ1945 Dal "%（19.0�）で、17世紀後～20世紀中ࠒの年代をࣔした。

10τϨンνで出土した木杭 （̎1-%ʵ27126）は、̎М暦年代ൣғにおいて1515ʵ1597 Dal "%

（72.4�）および1617ʵ1647 Dal "%（23.0�）で、16世紀前～17世紀中ࠒの年代をࣔした。

1τϨンνで出土した木杭３（1-%ʵ27128）は、̎М暦年代ൣғにおいて1435ʵ1477 Dal "%

（95.4�）で、15世紀の年代をࣔした。

今回の測定ࢼྉはいずれも࠷ऴܗ成年ྠがっており、測定݁果は木ࡐのࢮރ・െ࠾年代をࣔ

している。

ݙ考文ࢀ

#ronk 3amTey, $. 	2009
 #ayeTian "nalyTiT of 3aEioDarbon EateT. 3aEioDarbon, 51	1
, 337-360.

中村ढ़（2000）์ ࣹ性ૉ年代測定法の基ૅɽ日ຊઌ࢙時代の14$年代編集ҕһ会編ʮ日ຊઌ࢙時代の

14$年代ʯ：3-20ɼ日ຊ第࢛紀ֶ会ɽ

3eimer, 1.+., #arE, &., #ayliTT, "., #eDk, +.8., #laDkwell, 1.(., #ronk 3amTey, $., #uDk, $.&., $henH, 

)., &EwarET, 3.-., FrieEriDh, .., (rooteT, 1..., (uilEerTon, T.1., )aqiEaTon, )., )ajEaT, *., )atte, $., 

)eaton, T.+., )o⒎mann, %.-., )oHH, ".(., )uHhen, ,."., ,aiTer, ,.F., ,romer, #., .anninH, 4.8., /iu, 

.., 3eimer, 3.8., 3iDharET, %."., 4Dott, &..., 4outhon, +.3.,  4ta⒎, 3."., Turney, $.4..., anE Wan Eer 

1liDht, +.	2013
 *nt$al13 anE .arine13 3aEioDarbon "He $alibration $urWeT 0r50,000 :earT Dal #1. 

3aEioDarbon, 55	4
, 1869-1887.

ද̍　์ࣹ性ૉ年代測定および暦年ֱਖ਼の݁果
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̎ɽ์ࣹ性ૉ年代測定（平成26年度調査）

ύϨΦ・ϥϘ".4年代測定άルーϓ

ҏ౻　茂・安ত⅘・ࠤ౻ਖ਼ڭ・ኍ田ਖ਼࢙・山ܗलथ・খྛߛ一

;aur -omtatiE[e・খྛࠀ

̍ ɽ ͡ Ί ʹ
京都府宇治市に所在する平等院旧境内遺跡より出土したࢼྉにͭいて、Ճ器質ྔ分ੳ法

（".4法）による์ࣹ性ૉ年代測定を行った。なお、ಉ一ࢼྉにͭいてथ種ಉ定も行われてい

る（थ種ಉ定の項ࢀর）。

̎ ɽࢼ ྉ ͱ ํ ๏
の杭̍（1-%ʵ30075）と、５Trの4901ࡐ中に出土したੜڈྉは、̎TrでコンΫリーτআࢼ

から出土したੜࡐの杭５（ࢼྉ/o.ᶆ：1-%ʵ30076、ࢼྉ/o.ᶇ：1-%ʵ30077、ࢼྉ/o.ᶋ：

1-%ʵ30078、ࢼྉ/o.ᶑ：1-%ʵ30079、ࢼྉ/o.ᶓ：1-%ʵ30080）の、̒ܭである。いずれの

ྉ/o.ᶋ、ᶑ、ᶓࢼっていた。またथ種ಉ定の݁果、̎Trの杭、4901の成年ྠがܗऴ࠷ྉもࢼ

はいずれもϚπଐෳҡ管ଋѥଐで、4901のࢼྉ/o.ᶆとᶇはいずれもώϊΩであった。測定ࢼྉ

の報、調製σータはද1のとおりである。

を༻いて（(ύϨΦ・ϥϘ、コンύΫτ".4：/&$製 1.54%）ܭྉは調製後、Ճ器質ྔ分ੳࢼ

測定した。得られた14$ೱ度にͭいてಉҐମ分別ޮ果のิਖ਼を行った後、14$年代、暦年代をࢉ出

した。

測定番号 遺跡σータ ྉσータࢼ 前ॲཧ
1-%-30075 Ґஔ：̎Tr 

層Ґ：コンΫリーτ
আڈ中

種ྨ：ੜࡐ（Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ） 
 成年ྠܗऴ࠷：ྉの性状ࢼ

器種：杭ʁ 
状ଶ：wet

Իચড় 
,/1.2：ࢎચড়（Ԙࢎ・ΞルΧリ・ࢎ 水ࢎ化φτリϜ：

1.0/, Ԙ1.2：ࢎ/）

1-%-30076 Ґஔ：５Tr 
遺構：4901 
ྉࢼ /o. ᶆ

種ྨ：ੜࡐ（ώϊΩ） 
 成年ྠܗऴ࠷：ྉの性状ࢼ

器種：杭 
状ଶ：wet

Իચড় 
,/1.2：ࢎચড়（Ԙࢎ・ΞルΧリ・ࢎ 水ࢎ化φτリϜ：

1.0/, Ԙ1.2：ࢎ/）

1-%-30077 Ґஔ：５Tr 
遺構：4901 
ྉࢼ /o. ᶇ

種ྨ：ੜࡐ（ώϊΩ） 
 成年ྠܗऴ࠷：ྉの性状ࢼ

器種：杭 
状ଶ：wet

Իચড় 
,/1.2：ࢎચড়（Ԙࢎ・ΞルΧリ・ࢎ 水ࢎ化φτリϜ：

1.0/, Ԙ1.2：ࢎ/）

1-%-30078 Ґஔ：５Tr 
遺構：4901 
ྉࢼ /o. ᶋ

種ྨ：ੜࡐ（Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ） 
 成年ྠܗऴ࠷：ྉの性状ࢼ

器種：杭 
状ଶ：wet

Իચড় 
,/1.2：ࢎચড়（Ԙࢎ・ΞルΧリ・ࢎ 水ࢎ化φτリϜ：

1.0/, Ԙ1.2：ࢎ/）

1-%-30079 Ґஔ：５Tr 
遺構：4901 
ྉࢼ /o. ᶑ

種ྨ：ੜࡐ（Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ） 
 成年ྠܗऴ࠷：ྉの性状ࢼ

器種：杭 
状ଶ：wet

Իચড় 
,/1.2：ࢎચড়（Ԙࢎ・ΞルΧリ・ࢎ 水ࢎ化φτリϜ：

1.0/, Ԙ1.2：ࢎ/）

1-%-30080 Ґஔ：５Tr 
遺構：4901 
ྉࢼ /o. ᶓ

種ྨ：ੜࡐ（Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ） 
 成年ྠܗऴ࠷：ྉの性状ࢼ

器種：杭 
状ଶ：wet

Իચড় 
,/1.2：ࢎચড়（Ԙࢎ・ΞルΧリ・ࢎ 水ࢎ化φτリϜ：

1.0/, Ԙ1.2：ࢎ/）

ද̍　測定ࢼྉおよびॲཧ
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̏ ɽ݁ Ռ
ද̎に、ಉҐମ分別ޮ果のิਖ਼に༻いるૉಉҐମൺ（Ў13$）、ಉҐମ分別ޮ果のิਖ਼を行っ

て暦年ֱਖ਼に༻いた年代値とֱਖ਼によって得られた年代ൣғ、׳༻にैって年代値とࠩޡをؙΊ

てදࣔした14$年代を、それͧれࣔす。暦年ֱਖ਼に༻いた年代値は下ܻ̍をؙΊていない値であり、

今後暦年ֱਖ਼ۂઢがߋ新されたࡍにこの年代値を༻いて暦年ֱਖ਼を行うたΊに記ࡌした。
14$年代は"%1950年を基にしてԿ年前かをࣔした年代である。14$年代（yr#1）のࢉ出には、

14$のݮ期として-ibbyのݮ期5568年を使༻した。また、付記した14$年代ޡ （ࠩʶ1М）は、測

定の౷ࠩޡܭ、ඪ४ภࠩ等に基づいてࢉ出され、ࢼྉの14$年代がその14$年代ࠩޡ内にೖる確

が68.2ˋであることをࣔす。

なお、暦年ֱਖ਼のৄ細は以下のとおりである。

暦年ֱਖ਼とは、大ؾ中の14$ೱ度が一定でݮ期が5568年としてࢉ出された14$年代にରし、ա

ݮ期のҧい（14$のݮ中の14$ೱ度のมಈ、およびؾ磁場のมಈによる大ٿ度や地ڧの宇ઢڈ

期5730ʶ40年）をֱਖ਼して、より࣮ࡍの年代値に近いものをࢉ出することである。

　14$年代の暦年ֱਖ਼には0x$al4.2を使༻した。なお、̍М暦年代ൣғは、0x$alの確法を使

༻してࢉ出された14$年代ࠩޡに相する68.2ˋ৴པݶ界の暦年代ൣғであり、ಉ様に̎М暦年代

ൣғは95.4ˋ৴པݶ界の暦年代ൣғである。Χοコ内のඦ分の値は、そのൣғ内に暦年代がೖ

る確をҙຯする。άϥϑ中のॎ࣠上のۂઢは14$年代の確分をࣔし、ೋ重ۂઢは暦年ֱਖ਼

。ઢをࣔすۂ

測定番号 Ў 13$
（̄）

暦年ֱਖ਼༻年代 
（yr#1 ʶ̍М）

14$ 年代 
（yr#1 ʶ̍М）

14$ 年代を暦年代にֱਖ਼した年代ൣғ
̍М暦年代ൣғ ̎М暦年代ൣғ

1-% ʵ 30075 
̎T3 -30.85 ʶ 0.17 156 ʶ 17 155 ʶ 15

1677 ʵ 1687 Dal "% （ 8.1�）  
1731ʵ1777 Dal "% （39.2�） 
1799 ʵ 1808 Dal "% （ 8.1�）  
1927ʵ1941 Dal "% （12.8�）

1667 ʵ 1695 Dal "% （15.8�） 
1726 ʵ 1783 Dal "% （45.4�） 
1796 ʵ 1814 Dal "% （11.4�） 
1837 ʵ 1843 Dal "% （ 1.0�） 
1852 ʵ 1868 Dal "% （ 2.6�） 
1917 ʵ 1949 Dal "% （19.2�）

1-% ʵ 30076 
５T3 4901 ࢼྉ /o. ᶆ -25.27 ʶ 0.21 118 ʶ 19 120 ʶ 20

1690 ʵ 1706 Dal "%（10.9�）  
1719 ʵ 1728 Dal "% （ 6.3�）  
1810 ʵ 1820 Dal "% （ 6.4�）  
1833ʵ1882 Dal "% （37.1�）  
1914 ʵ 1926 Dal "% （ 7.5�）

1682 ʵ 1736 Dal "% （27.9�） 
1805 ʵ 1894 Dal "% （54.4�） 
1905 ʵ 1935 Dal "% （13.2�）

1-% ʵ 30077 
５T3 4901 ࢼྉ /o. ᶇ -24.04 ʶ 0.15 113 ʶ 17 115 ʶ 15

1693ʵ1707 Dal "% （10.6�）  
1719 ʵ 1727 Dal "% （ 6.0�） 
1813 ʵ 1826 Dal "% （ 9.2�）  
1833ʵ1885 Dal "% （40.2�）  
1913 ʵ 1916 Dal "% （ 2.2�）

1685 ʵ 1732 Dal "% （27.2�） 
1807 ʵ 1894 Dal "% （56.8�） 
1906 ʵ 1928 Dal "% （11.4�）

1-% ʵ 30078 
５T3 4901 ࢼྉ /o. ᶋ -27.51 ʶ 0.21 505 ʶ 18 505 ʶ 20 1416ʵ1432 Dal "% （68.2�） 1408 ʵ 1439 Dal "% （95.4�）

1-% ʵ 30079 
５T3 4901 ࢼྉ /o. ᶑ -28.94 ʶ 0.16 327 ʶ 17 325 ʶ 15

1515ʵ1529 Dal "% （10.3�）  
1543ʵ1597 Dal "% （44.0�） 
1618ʵ1634 Dal "% （13.9�）

1491 ʵ 1603 Dal "% （76.8�） 
1614 ʵ 1640 Dal "% （18.6�）

1-% ʵ 30080 
５T3 4901 ࢼྉ /o. ᶓ -31.15 ʶ 0.20 312 ʶ 18 310 ʶ 20

1522ʵ1575 Dal "% （51.0�） 
1585 ʵ 1590 Dal "% （ 3.2�）  
1625ʵ1642 Dal "% （14.0�）

1497 ʵ 1506 Dal "% （ 1.9�） 
1512 ʵ 1601 Dal "% （72.2�） 
1616 ʵ 1645 Dal "% （21.3�）

̐ ɽߟ 
以下、̎М暦年代ൣғ（確95.4ˋ）に着して݁果をཧする。

̎Trの杭（1-%ʵ30075）は1667ʵ1695 Dal "% （15.8�）、1726ʵ1783 Dal "% （45.4�）、1796ʵ

ද̎　์ࣹ性ૉ年代測定および暦年ֱਖ਼の݁果
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1814 Dal "%（11.4�）、1837ʵ1843 Dal "% （1.0�）、1852ʵ1868 Dal "% （2.6�）、1917ʵ1949 Dal 

"% （19.2�）で、17世紀後～20世紀中ࠒの暦年代をࣔした。これは、ߐ戸時代前期～期また

は大ਖ਼時代～ত和時代に相する。

5Trの4901から出土したࢼྉ5の暦年代は、いくͭかの時期に分かれた。ࢼྉ/o.ᶋ（1-%ʵ

30078）は1408ʵ1439 Dal "% （95.4�）で、15世紀初頭～前の暦年代をࣔした。これは、室町時

代に相する。

ࢼ、ྉ/o.ᶑ（1-%ʵ30079）は1491ʵ1603 Dal "% （76.8�）および1614ʵ1640 Dal "% （18.6�）ࢼ

ྉ/o.ᶓ（1-%ʵ30080）は1497-1506 Dal "%（1.9�）、1512ʵ1601 Dal "% （72.2�）、1616ʵ1645 Dal 

"% （21.3�）で、15世紀～17世紀中ࠒの暦年代をࣔした。これは、室町時代～ߐ戸時代前期に

相する。

ྉ/o.ᶆ（1-%ʵ30076）は1682ʵ1736 Dal "%（27.9�）、1805ʵ1894 Dal "% （54.4�）、1905ʵࢼ

1935 Dal "% （13.2�）、ࢼྉ/o.ᶇ（1-%ʵ30077）は1685ʵ1732 Dal "% （27.2�）、1807ʵ1894 Dal 

"% （56.8�）、1906-1928 Dal "% （11.4�）で、17世紀後～18世紀前または19世紀前～20世紀

前の暦年代をࣔした。これは、ߐ戸時代前期～ত和時代に相する。

ݙ考文ࢀ

#ronk 3amTey, $. 	2009
 #ayeTian "nalyTiT of 3aEioDarbon EateT. 3aEioDarbon, 51	1
, 337-360.

中村ढ़（2000）์ ࣹ性ૉ年代測定法の基ૅɽ日ຊઌ࢙時代の14$年代編集ҕһ会編ʮ日ຊઌ࢙時代の

14$年代ʯ：3-20ɼ日ຊ第࢛紀ֶ会ɽ

3eimer, 1.+., #arE, &., #ayliTT, "., #eDk, +.8., #laDkwell, 1.(., #ronk 3amTey, $., #uDk, $.&., $henH, 

)., &EwarET, 3.-., FrieEriDh, .., (rooteT, 1..., (uilEerTon, T.1., )aqiEaTon, )., )ajEaT, *., )atte, $., 

)eaton, T.+., )o⒎mann, %.-., )oHH, ".(., )uHhen, ,."., ,aiTer, ,.F., ,romer, #., .anninH, 4.8., /iu, 

.., 3eimer, 3.8., 3iDharET, %."., 4Dott, &..., 4outhon, +.3.,  4ta⒎, 3."., Turney, $.4..., anE Wan Eer 

1liDht, +.	2013
 *nt$al13 anE .arine13 3aEioDarbon "He $alibration $urWeT 0r50,000 :earT Dal #1. 

3aEioDarbon, 55	4
, 1869-1887.
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３ɽ平等院旧境内遺跡出土木製品のथ種ಉ定（平成26年度調査）

খྛࠀ（ύϨΦ・ϥϘ）

̍ ɽ ͡ Ί ʹ
平等院旧境内遺跡から出土した木製品のथ種ಉ定を行った。なお、ಉ一ࢼྉを༻いて์ࣹ性

ૉ年代測定も行われている（์ࣹ性ૉ年代測定の項ࢀর）。

̎ ɽࢼ ྉ ͱ ํ ๏
と、５Trの河川跡（̍.ྉ/oࢼ）の杭ʁ̍ࡐ中に出土したੜڈྉは、̎TrのコンΫリーτআࢼ

である4901から出土した杭５ຊ（ࢼྉ/o.̎～̒）の、̒ܭຊである。์ࣹ性ૉ年代測定の݁果、

戸時代前ߐྉ/o.̎と３はࢼ、戸時代前期ߐ～ྉ/o.５と̒は室町時代ࢼ、ྉ/o.４は室町時代ࢼ

期～ত和時代、ࢼྉ/o.̍はߐ戸時代前期～期または大ਖ਼時代～ত和時代の暦年代をࣔした。

。औ前に木औりの確認を行った࠾ྉにͭいて、片ࢼ֤

ੜࡐのथ種ಉ定では、ࡐのԣஅ面（木口）、ઢஅ面（൘）、์ࣹஅ面（ຝ）にͭいて、Χϛι

リでബい片をり出し、ΨϜΫϩϥールで෧ೖしてӬٱϓϨύϥーτを作製した。その後乾૩

させ、ޫֶݦඍڸにてڸݕおよびࣸਅࡱӨを行なった。

̏ ɽ݁ Ռ
ಉ定の݁果、༿थであるϚ

πଐෳҡ管ଋѥଐとώϊΩの

2分ྨ܈がみられた。Ϛπଐ

ෳҡ管ଋѥଐが４で、ώϊ

Ωが̎であった。いずれの

。木であったؙ࣋ྉも木औりはਊࢼ

次に、ಉ定されたࡐの特を記ࡌし、ਤ൛にޫֶݦඍࣸڸਅをࣔす。

（̍）Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ 1inuT TubHen. %iploxylon ϚπՊ ਤ൛̍̍aʵ̍D（/o.４）、̎aʵ̎D

（/o.̒）

Ծ道管と์ࣹԾ道管、์ࣹ৫、ਨおよび水平थࢷ道で構成される༿थである。൩ࡐ෦は

ްく、ૣࡐから൩ࡐへのҠ行は؇やかである。์ࣹ৫は୯列のものと、水平थࢷ道を含Ή多列

のものがみられる。分นは૭状で、์ ࣹԾ道管の水平นは内ଆに向かってࣃڒ状にංްする。

Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐには、ΞΧϚπとΫϩϚπがある。どちらもԹଳからஆଳにかけて分し、

ΫϩϚπはւの近くに、ΞΧϚπは内地にੜҭする。どちらもࡐ質は重ߗだが、等のՃ

は༰қである。

ྉの時期ࢼ 室町時代 室町時代～ 
戸時代前期ߐ

 戸時代前期ߐ
～ত和時代

थ種 器種 杭 杭 杭 杭ʁ ܭ߹
Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ ̍ ̎ ̍ ４
ώϊΩ ̎ ̎

ܭ߹ ̍ ̎ ̎ ̍ ̒

ද̍　平等院旧境内遺跡出土木製品のथ種ಉ定݁果
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（2）ώϊΩ $hamaeDypariT obtuTa （4iebolE et ;uDD.） &nEl. ώϊΩՊ ਤ൛̍ ３aʵ３D（/o.３）

Ծ道管と์ࣹ৫、थࢷ細๔で構成される༿थである。൩ࡐ෦はややബく、ૣࡐから൩ࡐへ

のҠ行はٸである。์ࣹ৫はಉ性で、ߴさ̎～11列となる。分นはτώ～ώϊΩܕで、

̍分に̎ݸみられる。

ώϊΩは福ౡݝ以南のஆԹଳに分するৗ緑ߴ木の༿थである。ࡐはややܰೈでՃしやす

く、ڧ度に༏れ、ٺ性がߴい。

̐ ɽߟ 
室町時代および室町時代～ߐ戸時代前期の杭は、いずれもϚπଐෳҡ管ଋѥଐであった。Ϛπ

ଐෳҡ管ଋѥଐは木ཧ通でਅっぐにੜҭし、Ճ性が良くて水性にも༏れるथ種である（ҏ

東ほかɼ2011）。ࢼྉは河川のޢ岸に༻いられた杭ࡐであり、ਅっぐで水性の良いϚπଐෳ

ҡ管ଋѥଐが利༻されたと考えられる。

戸時代または大ߐ戸時代前期～ত和時代の杭はώϊΩであった。また、̎Trから出土したߐ

ਖ਼時代～ত和時代の杭ʁはϚπଐෳҡ管ଋѥଐであった。ώϊΩもϚπଐෳҡ管ଋѥଐとಉ様に、

木ཧ通でਅっぐにੜҭし、Ճ性が良いथ種である（ҏ東ほかɼ2011）。ਅっぐなώϊΩや

Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐが杭ࡐとして利༻されたと考えられる。

戸時代前期～তߐ戸時代前期の杭とߐ～ྉ数ではあるが、室町時代および室町時代ࢼられたݶ

和時代の杭は、थ種がҟなっていた。ࡐྉにपล২ੜを利༻していたとすると、杭ࡐのथ種のҧ

いはपล২ੜのม化によるՄ性がある。また、時期によってथ種のબ性にҧいがあったՄ

性なども考えられる。

ݙ考文ࢀ

ҏ東ོ・ࠤ༤三・安෦　ٱ・内ւହ弘・山口和 （ึ2011）日ຊ有༻थ木ࢽɼ238pɼւ青社ɽ

ྉࢼ /o. τϨンν 遺物 /o. 遺構名 器種 थ種 木औり 年代測定番号
̍ ̎Tr - コンΫリーτআڈ中 杭ʁ Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ ਊؙ࣋木 1-%-30075
̎ ５Tr ᶆ 4901 杭 ώϊΩ ਊؙ࣋木 1-%-30076
３ ５Tr ᶇ 4901 杭 ώϊΩ ਊؙ࣋木 1-%-30077
４ ５Tr ᶋ 4901 杭 Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ ਊؙ࣋木 1-%-30078
５ ５Tr ᶑ 4901 杭 Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ ਊؙ࣋木 1-%-30079
̒ ５Tr ᶓ 4901 杭 Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ ਊؙ࣋木 1-%-30080

付ද1　平等院旧境内遺跡出土木製品のथ種ಉ定݁果一ཡ
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３.平成26年度一般国道163号精華拡幅事業
関係遺跡発۷調査報告

̍ ɽ ͡ Ί ʹ
ຊ報告は、平成26年度一般国道163号精華拡幅事業に伴い、国土ަ通ল近ـ地ํ備ہ京都国

道事所のґཔを受けて࣮施した発۷調査の成果を収Ίたものである。

乾谷遺跡ではੜ時代の石包丁などが発見されている遺跡であり、その西ํに所在するのが、

乾谷大崩遺跡である。

ҭҕһ会はじΊ֤関係機関のごڭҭҕһ会、精華町ڭ地調査をਐΊるにたっては、京都府ݱ

ಋࢦ༤ཧ事の࢜を得た。さらに、土層堆積にͭいては、調査研究センター૿田ྗڠಋ・ごࢦ

を受けた。また、地ࣗݩ治会や近ྡॅຽのํʑには、発۷調査へのごཧղとごྗڠをいただいた。

記してँײします。

なお、調査に係る経අは、全ֹ国土ަ通ল近ـ地ํ備ہ京都国道事所がෛ୲した。

（福山博章・村田和弘）

ʤ調査ମ੍ʥ

ฏ�6調査

࢘調査ऀ　調査՝長　　　　　　　　　　　石井ਗ਼ݱ

調査୲ऀ   調査՝調査第̍係長　　　　　　中川和哉ݱ

　　　　　　　　　　ಉ　　主　　　　　　　　村田和弘

　　　　　　　　　　ಉ　　調査һ　　　　　　　福山博章

調ɹ査ɹɹॴ　相楽郡精華町乾谷

ݱ  調 査 ػ ؔ　平成26年10月23日～平成27年３月̒日

調ɹ査ɹ໘ɹੵ　乾谷遺跡：1,703㎡、乾谷大崩遺跡：347㎡

　　　　　　　　૯面積：2,050㎡

ฏ��ཧۀ࡞

ཧ報告ऀ　調査՝長　　　　　　　　　　　有井幸

ཧ報告୲ऀ   調査՝調査第̎係長　　　　　　中川和哉

　　　　　　　　　　ಉ　　調査һ　　　　　　　福山博章

̎ ɽ遺 跡 ͷ Ґ ஔ ͱ ྺ ࢙ త  ڥ
̍ʣཧతڥ
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調査地が所在する京都府相楽郡精華町は京都府の南西にҐஔし、北ลは京田ล市、東ลは木

津川市、南ลはݝ境をӽえて奈良市、西はੜۨ市にྡする。

調査地は相楽郡精華町の南西の奈良ݝ境近ลに所在する。調査地の北ଆには京ࡕ奈ٰྕ、南

ଆには奈良山ٰྕがҐஔする。̎ͭのٰྕの間には西から東に向かって山田川がྲྀれ、木津川に

いでΏく。山田川は、奈良ݝੜۨ市・京都府相楽郡精華町・木津川市をྲྀれるཎ川水系の一ڃ

河川であり、川にԊって国道163号ઢ（ਗ਼ୌ֗道）が東西に通る。調査地は山田川によって։ੳさ

れた谷ఈ平に所在し、山田川のྲྀれにԊって東西ํ向に河岸ஈٰが発ୡしている。

̎ʣྺ ڥత࢙

調査地पลには山田川にԊってࣖ所遺跡（４）、石原遺跡（５）、௯ᒙ川原遺跡（̒）、ۚ ງ遺跡（10）

などの遺物ࢄ地が数多く所在する（第̍ਤ）。しかし、多くの遺跡がະ調査であるたΊৄ細は不

明である。

精華町内のೄ文時代の遺跡としては、精華町北東෦に所在するໆϊ木遺跡でೄ文時代൩期の土

器が出土している。

ੜ時代では、精華町北෦のٰྕ上に所在するാϊ前遺跡でੜ時代中期の୦穴建物がݕ出さ

れており、集落のଘ在が確認されている。また、乾谷遺跡では石包丁が࠾集されており、पลに

第̍ਤ　乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡調査Ґஔਤ
̍ɽ乾谷遺跡 ̎ɽ乾谷大崩遺跡 ３ɽ乾谷山跡 ４ɽࣖ所遺跡 ５ɽ石原遺跡 ̒ɽ௯ᒙ川原遺跡
̓ɽ得所瓦༼跡 ̔ɽ乾谷༼跡܈ ̕ɽ大平遺跡 10ɽۚງ遺跡 11ɽ平ྛ遺跡 12ɽ相和遺跡
13ɽ下条遺跡 14ɽ中ౡ遺跡 15ɽ上川原遺跡（旧ඉϊ口遺跡） 16ɽඉϊ口遺跡（旧西遺跡）
17ɽۚ前遺跡 18ɽ西出߹遺跡 19ɽ石のΧϥτ古墳  20.৺࿇寺跡 21ɽ新఼ਆ社遺跡
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集落のଘ在が想定されている。

古墳時代では精華町北෦のҌ岡山古墳܈で前期から中期の４基のԁ墳が確認されており、後期

にはԣ穴式石室を埋施設にͭ࣋ാϊ前古墳܈がஙかれる。

奈良時代には石のΧϥτ古墳がங造される。石のΧϥτ古墳は上ԁ下ํ墳で墳ٰには෪石がෑ

かれていた。埋施設はڽ灰ؠ製のԣ口式石ᒛであり、࣫ృりのがೲΊられ、ۚ製・ۜ製のۄ

ྨなどの副品が出土した。

山田川ӈ岸の河岸ஈٰ上には、平ٶなどへڅڙした瓦を製作した乾谷༼跡܈や得所༼跡܈が

所在する。乾谷༼跡܈は４基の瓦༼のଘ在が確認されている。そのうちの発۷された乾谷̍号༼

跡は地下式、ແ֊ஈのొ༼であり、೩ম室とম成室のนମは日乾࿃瓦を平積みにしてΞーν状

に構ஙしている。出土した瓦はؙ瓦・平瓦のみであった。得所༼跡܈では̍基の瓦༼があり、平

༼であることが確認されている。ݢ平瓦が࠾集されており、平6710̘ٶとಉᝎである。ग大

路、ཏ、西ོ寺等にݦ著に見られるݢ平瓦で、平ٶᶙ期、ఱ平17～ఱ平উๅ年間（740～

757）年にҐஔづけられている。

出されݕ在の近鉄山田川Ӻ西ଆにはඉϊ口遺跡がある。奈良時代の۷ཱ柱建物跡やங垣跡がݱ

ており、ٶもしくは寺院跡であるՄ性がఏࣔされている。

また、精華町南෦は古代から中世までは大和国ఴ下郡にଐしていたとされる。13世紀後ない

し14世紀初頭に作成されたʰ京北൝田ਤʱによると、ఴ下郡京北ೋ条から࢛条のޒཬ・ཬの̒

かཬがݱ在の山田川ྲྀҬの௯ᒙ、乾谷पลに֘し、相楽川という記ࡌがみられる。国境がม化

したཧ༝は不明であるが、山国にଐしたԂであるே日ঙのྗが山田川上ྲྀҬにまでٴんだ

݁果であるというղऍがఏࣔされている。

室町時代の南北ேಈཚやԠ仁・文明のཚでは南山地Ҭが主ઓ場となり、֤地の土߽たちが

をஙいて防備をݻΊていた。このようななかで、大北、Ҵ屋࠺、乾谷山跡がஙかれるが、

ֲ構造などのৄ細は不明である。

（福山博章）

̏ ɽ調 査 ܦ ա
調査は、道路拡幅事の༧定地内に所在する乾谷遺跡と乾谷大崩遺跡の̎遺跡において調査区

を設定して࣮施した。調査τϨンνは、乾谷遺跡内に４か所で設定し、面積1,703㎡を調査した。

乾谷大崩遺跡内では̎か所に設定し、面積347㎡を調査した。૯面積は、2,050㎡である。

乾谷遺跡では、国道163号の北に南෦の西ଆを̍τϨンν、東෦を̎τϨンνとして設定し調

査を࣮施した。また、̍・̎τϨンνの北ଆ、道路をڬんだର地の̎か所の水田に̎か所設定

し、西ଆを３τϨンν、東ଆを４τϨンνとした（第̎ਤ）。調査は、ݱ地ද面から遺構ݕ出面

上までを重機による۷を行い、以後、人ྗによる۷作業を行った。ݕ出した遺構は、ߐ戸時

代初期の遺物が出土する水田面と室町時代後の遺物を含Ή堆積層などをݕ出した。また、山田

川の൙ཞによる洪水砂の堆積層が確認できた。
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乾谷大崩遺跡では、国道163号ઢと国道168号ઢのަࠩより西へ約150ｍの地で、̎か所の

調査τϨンνを設定して調査を࣮施した。東ଆを1τϨンν、西ଆを̎τϨンνとした（第12ਤ）。

なࡼ出した。遺物では土師器ݕわれる溝などをࢥ出した遺構は、ෳ数の水田面や中世後期とݕ

どの遺物が出土した。

調査成果がおおΉね明らかになった平成27年̎月19日に地ॅݩຽのํʑにରして発۷ݱ場見ֶ

会を行い、54名のࢀՃを得た。また、平成27年３月19日にۭ中ࣸਅࡱӨを࣮施した。

乾谷遺跡の水田土の花ค分ੳ・২物ࢎܔମ分ੳをύリϊ・αーϰΣΠ株式会社にҕୗし࣮施

した（付編）。

なお、調査における遺構番号は、֤遺跡の֤τϨンνに通し番号で遺構番号を付༩した。出土

した遺物は、ཧശにして̓ശ出土した。

（村田和弘）

̐ ɽ調 査 ͷ ֓ ཁ

第̎ਤ　乾谷遺跡調査τϨンνஔਤ



平成 26 年度一般国道 163 号精華拡幅事業に伴う埋蔵文化財発۷調査報告

-ýþ-

（̍）乾谷遺跡

ຊংج̍

４か所に設定した調査τϨンνのうち、̍・̎τϨンνと３・4τϨンνでは堆積状گがҟな

っていた（第̎ਤ）。事ൣғ内の国道163号の北に近して設定した̍τϨンνはാ地、̎τϨ

ンνにͭいては、ళฮ跡地でありղମ後に土され、地されていた。ݱ地දのඪߴは約58ｍを

測り、土はްさ約0.8～̍ｍあり、ඪߴ約57ｍで遺構ݕ出面を確認した。̎τϨンνではళฮ

ղମ時にཚを受けていた。

̍・̎τϨンνの基ຊతな層ংとしては、ݱ代の耕作土・床土があり、遺構ݕ出面までには数

層の細砂がϥϛφ状に堆積した層がある（第４ਤ５～̕、12～18層）。この砂の堆積は、山田川の

൙ཞによる洪水砂であることを確認した。堆積構造の؍から砂層はঃʑに堆積したものではな

く、水ࡍのਂい水中に多ྔの砂がྲྀれࠐみ堆積したことがわかった。確認した遺構面は、近世の

水田面（第４ਤ23層）であり、その上層は洪水砂によって水田面が෴われていることが確認できた。

̍τϨンνでは室町時代の遺物を含Ή堆積層を確認した。下層では、ඪ53.9ߴｍまで۷したが、

೪土質と砂層のޓ層で堆積していた。̎τϨンνでは、３面の水田面とࢥわれる層を確認した。

３・４τϨンνは、̍・̎τϨンνの北ଆの道路をڬんだ水田地に設定した。पลの地ܗは、

北ଆのٰྕのઌ෦にあたり、３τϨンνのඪߴが59.2ｍ、４τϨンνが58.6ｍを測る。

層ংは、耕作土・床土があり、床土下で近世の耕作溝をݕ出した。３τϨンνの下層調査で

は、ඪ55.4ߴｍまで۷したが、遺構はݕ出できず、洪水による堆積とࢥわれる数層の細かい砂

層が堆積していた。

ߏग़遺ݕ̎

ᶃ̍τϨϯν

。は西ଆで57.8ｍ、東ଆで58.1ｍを測る。調査面積は798㎡であるߴ地ද面のඪݱ

耕作土・床土の下の洪水による砂の堆積層の下、ඪߴ約57ｍで、第̍遺構面としてߐ戸時代

初期とࢥわれる遺物が出土する畦畔によって区ըされた水田を̓面確認した（第３～５ਤ）。平面

での調査や土層؍などによって、水田面は西から東に向けてஈࠩをͭけ下がっていることが確

認できた。

水田面では、গྔの遺物片が出土し、人などのࠟを確認した。水田の床土をআڈすると、約

0.5ｍのਂ度で砂の堆積層を確認した。

水田̍では、土師器のࡼやなどの陶磁器片や木製の下駄が̍出土した（第̒ਤ）。水田４・５・

̒では、গྔの遺物片が出土し、水田３～̓で人やಈ物のۮఙとࢥわれるࠟを確認した。

水田面の下層（第５ਤ15層）では、室町時代後の遺物を含Ή耕作土とࢥわれる堆積層を確認し

た。さらに下層の確認調査を行ったが、遺物・遺構は確認できなかった。

ᶄ̎τϨϯν

̍τϨンνの東ଆに設定したτϨンνである（第̓・̔ਤ）。ݱ地ද面のඪߴは58ｍを測る。調
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第４ਤ　乾谷遺跡̍τϨンν平面ਤ・畦畔அ面ਤ
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査面積は447㎡である。ݱ代の土の下層で、

̍τϨンνとಉ様に約0.8ｍの山田川の洪水

による砂層を確認した。τϨンν東で南北

ํ向の杭列をݕ出した。畦畔は確認できなか

ったが、水田の耕作土（第̔ਤ19層）があり、

土師器ࡼなどの遺物が出土した。さらに、下

層調査では、೪土層と砂質土層のޓ層を確認

し、̎面の水田耕作土とࢥわれる層を確認し

た（第̔ਤ33、45層）。

τϨンνの東෦で木製杭がなら　ྻߌ

Ϳ遺構をݕ出した。杭は５ຊଘしていた。

杭列のํҐは北に25度西にいている。杭の

西ଆには溝状の遺構があり、溝の۷ܗと考え

られる。幅は不明であるが、ݕ出した࠷大幅

は2.7ｍ、ਂさ0.2ｍを測る。遺物は出土しな

かった。

ᶅ̏τϨϯν

̍τϨンνの北西ଆに設定した。調査地は̍・̎τϨンνよりは北ଆのٰྕに近く、ݱ地දの

ඪߴは59.2ｍを測る。調査面積は、393㎡である。ද土および耕作土をআڈすると、ݱ代のཚ

第̒ਤ　乾谷遺跡̍τϨンν水田̍遺物出土状گਤ

第５ਤ　乾谷遺跡̍τϨンν下層北น土層அ面ਤ
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と東西ํ向と南北ํ向の近世耕作溝をݕ出した（第̕・10ਤ）。耕作溝は幅約0.1～0.5ｍ、ਂさ約

0.03～0.05Dmఔ度であった。

このτϨンνでは、̍・̎τϨンνとは様相がҟなり水田面はݕ出できず、ඪߴ約55ｍまで۷

であった。̍・̎τϨンνで確認した洪水によるگしたが、ൺֱతૈい砂層がްく堆積する状

細かい砂の堆積とはҟなった堆積状گであった。４τϨンνを含Ήこのपลは、北ଆのٰྕのઌ

෦にҐஔしており、̍・̎τϨンνで確認した洪水による砂層より古い時期の堆積層であるՄ

性が考えられる。

ᶆ̐τϨϯν

３τϨンνの東ଆに設定した。ݱ地ද面のඪߴは約58.6ｍである。調査面積は65㎡である。

耕作土・床土をআڈすると３τϨンνಉ様に近ݱ代のཚと南北ํ向と東西ํ向近世の耕作溝

をݕ出した（第11ਤ）。その下層にͭいては３τϨンνಉ様にૈい砂の堆積層であった。下層での

遺構・遺物はݕ出できなかった。　

（村田和弘）

第̔ਤ　乾谷遺跡̎τϨンν平面ਤ
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（̎）乾谷大崩遺跡

ຊংج̍

पลの地ܗは、北ଆのٰྕのઌ෦にあたり、ݱ地දのඪߴは約61.7ｍを測り、ඪ61.5ߴｍ付

近で遺構面を確認した（第12ਤ）。

̍・̎τϨンνの基ຊతな層ংは、耕作土・床土があり、その下で近世の耕作溝や水田に伴

う跡をݕ出した。また、乾谷遺跡とಉ様に、遺構ݕ出面までには0.1ｍఔ度の灰৭細砂の堆

積層を確認した。この砂の堆積層は山田川の൙ཞによる洪水砂であり、̍τϨンνでは0.01ｍఔ

度の堆積であるが、̎τϨンνでは0.1ｍఔ度堆積しており、調査地で堆積のҧいを確認した。

遺構面は、近世の水田面であり、洪水砂によって水田面が෴われていることが確認できた。

下層では、1τϨンνはඪ61ߴｍ付近以下では灰৭೪質土層となる。調査の࠷ऴஈ֊でඪߴ

59.6ｍまで۷したが、灰৭೪質土層が堆積しており、遺構・遺物は確認できなかった。̎τϨ

ンνの下層では溝、畦畔、耕作に伴う溝をݕ出した。̎τϨンνの東西をඪ60.2ߴｍまで۷

した݁果、東では̍τϨンνとಉ様の灰৭೪土層を確認したが、西では灰白৭砂層をݕ出した。

̎τϨンνの東西で堆積状گのҟなる層ংを確認したが、遺構・遺物はݕ出できなかった。

ߏग़遺ݕ̎

第10ਤ　乾谷遺跡３τϨンν平面ਤ
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ᶃ̍τϨϯν

は61.7ｍを測る。調査面積は235㎡である。遺構面は西から東に向かってくߴ地ද面のඪݱ

戸時代前期のߐ戸時代前期以߱の土坑̨̠09とߐする。調査の݁果、耕作土・床土の下でࣼ

耕作溝（̨̙04・08など）をݕ出した（第13・14ਤ）。下層ではඪ61ߴｍ付近の第̓層灰৭೪質土

までは遺物をݕ出したが、遺構は認Ίられなかった。ඪ60.5ߴｍの第10層以下では灰৭೪質土と

なり、ඪ59.6ߴｍまで۷したが、遺物・遺構は認Ίられなかった。

̨̠��　τϨンν西ଆでݕ出した。長ล1.17ｍ、ล0.77ｍ、ਂさ0.02ｍの۱ؙํܗをఄ

する。埋土は୯層であり、耕作溝の後に۷されているたΊ、ߐ戸時代前期以߱の遺構である。

遺物は出土しなかった。

出した。τϨンݕを܈された溝��ɾ̨̙��ͳͲ　τϨンν全面で北西ํ向に۷̨̙ߔ࡞ߞ

ν中ԝから西寄りの෦分で、その溝܈をる南東ํ向に۷された溝５条をݕ出した。溝は幅

0.2～0.4ｍ、ਂさ0.05～0.03ｍである。遺物は土師器ࡼのഁ片が出土している。

ᶄ̎τϨϯν

̍τϨンνの西ଆに設定したτϨンνである。ݱ地ද面のඪߴは62.3ｍを測る。調査面積は

112㎡である。遺構面は西から東に向かってくࣼする。ඪߴ約62ｍで遺構面をݕ出した（第15

～17ਤ）。

第̍遺構面は山田川の洪水による砂層でްく෴われており、砂層をআڈすると、水田区ըの畦

畔̍との東ଆと西ଆで人やಈ物のۮఙと考えられる跡を確認した。

下層の第̎遺構面ではτϨンν中ԝ෦で南北ํ向の溝̎条（̨̙01・02）と溝の間に畦畔̍を

ఙと考えられる跡を確認した。さらに下層のۮ出した。東ଆでは上層とಉ様に人やಈ物のݕ

第３・４遺構面では、西ଆで耕作溝（̨̙03・04・05）をݕ出した。このように、水田などの耕作

第12ਤ　乾谷大崩遺跡調査τϨンνஔਤ
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第14ਤ　乾谷大崩遺跡̍τϨンν平面ਤ・土坑̨̠09平அ面ਤ・遺物出土状گਤ
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第16ਤ　乾谷大崩遺跡̎τϨンν平面ਤ　
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がݱ代までӦまれ、τϨンν中ԝ෦の溝と畦畔を境に土地利༻がҟなっていたと考えられる。

τϨンνの東西をඪ60,2ߴｍまで۷した݁果、東෦ではඪ61,4ߴｍ以下では̍τϨンνと

ಉ様の灰৭೪土層を確認したが、西෦ではඪ61,3ߴｍ以下では灰白৭砂層をݕ出した。τϨンν

の東西で堆積状گのҟなる層ংを確認したが、遺構・遺物はݕ出できなかった。

、出した南北ํ向の溝である。幅11.3～15.0ｍݕτϨンν中ԝ෦の̨̙01の東ଆで　�1̨̙ߔ

ਂさ0.4～0.7ｍである。埋土はϨンズ状の堆積であり、溝ఈのߴさは北から南に向かってく

ࣼしているので、ٰྕ෦から山田川に向かってྲྀ水していたと考えられる。溝ఈの南ଆがਂくな

っているのは、ྲྀٸのたΊに、溝ఈがਁ৯されたたΊと考えられる。遺物は土師器のࡼとುのഁ

片が出土している。

出した南北ํ向の溝である。幅11.6～13.4ｍ、ਂさ0.13～0.21ｍݕτϨンν中ԝ෦で　��̨̙ߔ

である。溝ఈは平ୱであり、中৺෦分がԜんでいる。̨̙01とಉ様にٰྕ෦から山田川に向かっ

てྲྀれていたと考えられるが、溝のਂさはઙく、溝ఈが平ୱであり、堆積層からはྲྀ水のࠟ跡は

認Ίられない。ৗ時水がྲྀれているような溝ではなく、ഉ水など特定の༻్で機していた溝で

あると考えられる。遺物は土師器ࡼのഁ片が出土している。

第17ਤ　乾谷大崩遺跡̎τϨンν溝̨̙01・02平அ面ਤ
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出した。幅0.2～0.3ｍ、ਂさݕ��ɾ��　τϨンν西෦で南北ํ向の耕作溝を̎条̨̙ߔ࡞ߞ

0.03～0.06ｍである。遺物は出土していない。

ݕ出した耕作溝̨̙03・04の下層より̕条の耕作溝をݕ�5ͳͲ　τϨンν西෦で̨̙ߔ࡞ߞ

出した。幅0.1～0.4ｍ、ਂさ0.02～0.05ｍである。̨̙05より土師器ࡼのഁ片が出土している。

 （福山博章）

̑ ɽग़  遺 
̍～47は、乾谷遺跡から出土した遺物である（第18・19ਤ、付ද̍）　。

̍～26は、1τϨンνから出土した遺物である。̍～15は水田̍から出土した。̍はݱ代の耕

地の床土下で出土した須恵器のഋ#である。奈良時代の土器であるたΊ、ࠞೖしたものとࢥわ

れる。̎は水田上面で遺構精査時に出土した土師器のುとࢥわれる口ԑ෦である。３～５は水田

1で出土した16世紀中ࠒのං前のҏສཬমのである。̒は中国製ཾઘ༼のແ文とࢥわれる。

̓は水田̍の西ଆ畦付近で出土したখܕのࠩࣃ下駄である。ࣃの෦分はܽଛしている。̔は磁器

のߴ෦分である。̕・10は16世紀のඒೱのఱのߴ෦分である。11～14は水田̍から

出土した土師器ࡼである。14の口ԑ෦にはഗが付着していることから౮明ࡼとࢥわれる。15は鉄

製のఝであるが、ઌ෦がܽଛしている。ଘ長3.9Dmを測る。16～18は水田̎から出土した遺

物である。16は16世紀中ࠒのං前のҏສཬমのである。17・18は土師器ࡼである。19は水田５

から出土した土師器ࡼで口ԑ෦にഗが付着しており౮明ࡼとࢥわれる。20はං前のҏສཬのുの

口ԑ෦とࢥわれる。内面にഗが付着している。21は水田̓から出土した土師器のӋז片である。

22～25は水田面より下層から出土した。22は須恵器の֖の口ԑ෦片である。23・24は土師器ࡼ、

25は瓦器ࡼである。26は水田1の南ଆ畦の上෦から出土した平瓦片である。

27～37は̎τϨンνから出土した遺物である。27～33は第̍水田面から出土した土師器ࡼであ

る。27の口ԑ෦にはഗが付着していることから౮明ࡼとࢥわれる。34は瓦器のುの口ԑ෦である。

35・36は第̎水田面から出土した土師器ࡼである。37は第̎水田面から出土した平瓦片である。

38～43は３τϨンνから出土した遺物である。38・39はݱ代のཚ̍内から出土した土師器ࡼ

である。40～41は近世の耕作溝から出土した土師器ࡼである。42は৴楽のുの口ԑ෦である。43

は須恵器ᙈのମ෦片である。

44～47は４τϨンνから出土した遺物である。44は近世耕作溝から出土した17世紀後のං前

の施釉陶器のとࢥわれる。45は12世紀の中国製の白磁のである。46・47はಔ製の煙管である。

48～78は乾谷大崩遺跡から出土した遺物である（第19ਤ、付ද̎）。

48～60は̍τϨンνから出土した遺物である。48は精査時に出土した灰釉陶器ののߴ෦分

である。49は精査時に出土した中国製、ཾઘ༼青磁の口ԑ෦である。13～14世紀にଐするもの

とࢥわれる。50は۷時に出土した৴楽のすりുである。51～54は۷中に出土した土師器ࡼで

ある。55は۷時に出土したಔ製の煙管のأट෦である。56～58は灰৭೪質土（第̓層）から出

土した土師器ࡼである。59・60は耕作溝から出土した。59は溝̨̙04、60は溝̨̙08から出土し
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た土師器ࡼである。

61～78は̎τϨンνから出土した遺物である。61・62は精査時に出土した。61は白磁の௷の口

ԑ෦である。62は青磁の口ԑ෦である。ମ෦に࿇หが認Ίられる。63・64は灰৭೪質土（第

５層）から出土した。63はඒೱのു、64は土師器のುの口ԑ෦である。65～68は灰৭೪質土（第

21層）から出土した。65は14～15世紀の瓦器のುで、66は14～15世紀の古戸の67、ࡼは土師質

の68、זは৴楽のすりുのഁ片である。16世紀にଐする。69・70は第３遺構面の明灰৭೪質土

（第23層）から出土した遺物である。69は平瓦のഁ片である。ತ面にはタタΩࠟ、Ԝ面にはが

認Ίられる。古代の瓦であると考えられる。70は石包丁のະ成品である。大きくંଛしているが、

ຊମにはԥଧࠟと྆面Ճによるࠟࡲが認Ίられる。̎ϲ所にઠが認Ίられる、̍ϲ所は؏通

しておらず、もう一か所はܽଛしているが྆面からઠしている。71は水田面である第̍構面の

第19ਤ　出土遺物̎
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第５層	灰৭೪質土上層で出土したඒೱのࡼである。72～74は水田面ݕ出の跡内から出土し

た遺物である。72・73は土師器74、ࡼは津ののߴ෦である。75は溝̨̙01から出土した土

師器ࡼである。76・77は溝̨̙02から出土した。76は土師器77、ࡼは土師質のזの口ԑ෦である。

78は耕作溝̨̙05から出土した土師器ࡼである。　　　　　　

　　　　　（村田和弘・福山博章）

　　　　　　　　　

̒ ɽ· ͱ Ί
乾谷遺跡では、̍τϨンνで近世の水田面を確認した。出土した遺物からߐ戸時代初期（17世

紀初Ί）に造られた水田であることがわかった。水田面の下層では、さらに̍面の水田とࢥわれ

る室町時代後期（16世紀）の遺物を含Ή堆積層を確認したが、அ面では畦畔などの区ըをࣔす堆積

層内のม化は確認できなかった。

度か見われるが、その度に新たに水田を作りز出した水田は、南にྲྀれる山田川の洪水にݕ

していたことがわかった。時の水田は、畦畔によって細かく分けられていたことも明らかに

なった。また、洪水による砂の堆積層の中から、奈良時代の須恵器ഋや中世の土器などが出土し

ており、洪水によってྲྀされࠞೖしたものとࢥわれる。̎τϨンνでは水田耕作土とࢥわれる層

を面として３面確認した。３・４τϨンνでは、近世の耕作溝をݕ出したが、下層では̍・̎τ

Ϩンνのような水田やそれ以前の遺構はݕ出できなかった。̍・̎τϨンνでݕ出した水田から

出などからҴ作が行われてݕମ分ੳを行った݁果、Πωଐ化石のࢎܔऔした土を花ค・২物࠾

いたとの݁果を得た。また、ιόଐもݕ出されたことからपลでιόのഓ・利༻も考えられる。

一ํ、乾谷大崩遺跡では、乾谷遺跡とಉ様に、水田跡をݕ出した。特に̎τϨンνでは、４面の

遺構ݕ出面が確認でき、水田の畦畔とそれに伴う中世後期の̎条の溝をݕ出した。調査によって

近世の耕作溝や中世の溝が確認できた。乾谷大崩遺跡においても、水田面の上層で洪水砂の堆積が

確認できたが、0.03～0.05ｍの堆積で乾谷遺跡より山田川の൙ཞの被害はগなかったと考えられる。

今回の調査では、乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡ともに中・近世の遺構をݕ出し、গྔではあるが遺

物が出土した。室町時代やߐ戸時代において、山田川の൙ཞによるपลの水田などの被害状گな

どのࢿྉを得ることができた。

また、今回の調査では洪水堆積層からੜ時代の石包丁や奈良時代の土器が出土していること

から、पลに水田よりも古い時期の集落がଘ在することが考えられる。今後、山田川の൙ཞがお

よんでいない地での集落に関࿈する遺構の確認が期される。

（村田和弘）

ʻࢀ考文ݙʼ

ക原治・দढ़लʮ山田村乾谷の瓦༼᮲ʯ（h 京都府࢙名উఱવ記೦物調査報告ʱ第一࢛冊）1933

年

精華町市編ࢊҕһ会ʮ考古編ʯ（h 精華町࢙　࢙ྉรᶗ ）ɦ　1989年

精華町市編ࢊҕһ会ʮ原࢝・古代編ʯh 精華町࢙　ຊ文ร 　ɦ1996年
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付ද̍　乾谷遺跡出土遺物一ཡ
࣮測 
番号 τϨンν 出土地 器種 器ܗ 口ܘ 

	Dm

器ߴ 
	Dm


 ଘ
	ˋ 
 土 ম成 ৭調 成ܗ調など

̍ ̍ 床土下 須恵器 ഋ # 13.8 3.8 3/12 ີ 良 灰 /6/0 内֎面：回సφσ
̎ ̍ 精査中 土師器 ುʁ 25.1 ʵ 1/16 ややૈ 良 ୶ᒵ 2.5:37/4 内֎面：回సφσ

３ ̍ 水田̍ 磁器  10.0 6.5 5/12 ີ ៛ݎ ૉ地：灰白 5:7/1 
釉：灰白 10:7/1 ං前ҏສཬ

４ ̍ 水田̍ 磁器  10.4 4.95 ʵ ີ ៛ݎ ૉ地：灰白 5:7/1 
釉：灰白 10:7/1 ං前ҏສཬ

５ ̍ 水田̍ 磁器  ʵ ʵ ʵ ີ ៛ݎ ૉ地：灰白 5:7/1 
釉：灰白 10:7/1 ං前ҏສཬ

̒ ̍ 水田̍ 青磁 ແ文 13.7 ʵ ʵ ີ ៛ݎ 灰 5:6/1 中国製ཾઘ༼

̓ ̍ 水田̍ 木製品 下駄 15.5 1.4 11/12 ʵ ʵ ʵ ࣃࠩ
̔ ̍ 水田̍ 磁器  ʵ ʵ ʵ ີ ៛ݎ 灰白 10:8/1 ߴ
̕ ̍ 水田̍ 陶器  ʵ ʵ ʵ ີ 良 ࠇ /5/0 ඒೱ、ఱ、ߴ
10 ̍ 水田̍ 陶器  ʵ ʵ ʵ ີ 良 ࠇ 5:2/1 ඒೱ、ఱ、ߴ
11 ̍ 水田̍ 土師器 ࡼ 6.7 1.3 3/12 ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 内֎面：Ϥコφσ
12 ̍ 水田̍ 土師器 ࡼ 7.0 1.6 3/12 ほ΅ີ 良 灰ԫ 2.5:7/2 内֎面：Ϥコφσ
13 ̍ 水田̍ 土師器 ࡼ 7.3 1.3 1/12 ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/4 内֎面：Ϥコφσ

14 ̍ 水田̍ 土師器 ࡼ 11.0 1.6 2/12 ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 内֎面：Ϥコφσ 
౮明ࡼʁ

15 ̍ 水田̍ 鉄製品 ఝʁ ʵ ʵ 11/12 ʵ ʵ ʵ 長さ：3.9Dm 
重さ：4.8H

16 ̍ 水田̎ 磁器  9.9 ʵ 2/12 ີ ៛ݎ ૉ地：灰白 5:7/1 
釉：灰白 10:7/1 ං前ҏສཬ

17 ̍ 水田̎ 土師器 ࡼ 11.8 2.0 2/12 ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/4 内֎面：Ϥコφσ
18 ̍ 水田̎ 土師器 ࡼ 11.9 2.0 3/12 ややີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/5 内֎面：Ϥコφσ
19 ̍ 水田５ 土師器 ࡼ 10.8 1.7 2/12 ີ 良 ୶ᒵ 5:38/4 ౮明ࡼ
20 ̍ 水田̒ 磁器 ുʁ 20.7 ʵ 1/12 ີ 良 にͿい 2.5:34/3 ҏສཬʁ
21 ̍ 水田̓ 土師器 Ӌז ʵ ʵ 2/12 ີ ややೈ にͿいԫᒵ 10:7/4

22 ̍ 水田̍ 
下層 須恵器 ֖ 17.6 1.2 ʵ ີ ややೈ 灰 5:6/1

23 ̍ 水田̍ 
下層 土師器 ࡼ 7.5 1.2 3/12 ややີ 良 ԫ灰 2.5:4/1 内֎面：Ϥコφσ

24 ̍ 水田̍ 
下層 土師器 ࡼ 7.9 0.9 3/12 ີ 良 灰ԫ 2.5:6/2 内֎面：Ϥコφσ

25 1 水田̍ 
下層 瓦器 ࡼ 9.0 1.75 1/12 ີ 良 Φリʵϒࠇ 5:3/1 内֎面：Ϥコφσ

26 ̍ 畦上面 瓦 平 ʵ ʵ ʵ ややૈ 良 灰 /6/0 ද面： 
ཪ面：ೄ

27 ̎ 中۷ 土師器 ࡼ 7.9 1.3 3/12 ີ ややೈ にͿいԫᒵ 10:7/3 ౮明ࡼ
28 ̎ 第̍水田面 土師器 ࡼ 7.5 1.1 2/12 ີ 良 にͿい 7.5:36/3 内֎面：Ϥコφσ
29 ̎ 第̍水田面 土師器　 ࡼ 6.9 1.9 3/12 ややີ ややೈ ઙԫ 2.5:7/3 内֎面：Ϥコφσ
30 ̎ 第̍水田面 土師器 ࡼ ܗ 1.1 8.3 ややૈ 良 灰ԫ 2.5:6/2 内֎面：Ϥコφσ
31 ̎ 第̍水田面 土師器 ࡼ 7.9 1.2 8/12 ややີ 良 灰ԫ 2.5:7/2 内֎面：Ϥコφσ
32 ̎ 第̍水田面 土師器 ࡼ 10.0 0.85 2/12 ややີ 良 ҉灰ԫ 2.5:5/2 内֎面：Ϥコφσ
33 ̎ 第̍水田面 瓦器 ࡼ 13.0 ʵ 1/12 ややີ 良 ԫ灰 2.5:4/7 内֎面：Ϥコφσ
34 ̎ 第̍水田面 瓦器 ು 16.0 ʵ 1/12 ີ 良 ҉灰 /3/0 内֎面：Ϥコφσ
35 ̎ 第̎水田面 土師器 ࡼ 8.1 1.1 2/12 ີ 良 にͿいԫᒵ 10:36/3 内֎面：Ϥコφσ
36 ̎ 第̎水田面 土師器 ࡼ 11.0 1.6 1/12 ややີ 良 ઙԫ 2.5:7/3 内֎面：Ϥコφσ

37 ̎ 第̎水田面 瓦 平 ʵ ʵ ʵ ૈ 良 灰 /4/0 ද面： 
ཪ面：ೄ

38 ３ ཚ̍内 土師器 ࡼ 7.9 1.4 1/12 ີ 良 ઙԫᒵ 10:38/3 内֎面：Ϥコφσ
39 ３ ཚ̍内 土師器 ࡼ 9.9 2.0 1/12 ややີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/4 内֎面：Ϥコφσ
40 ３ 耕作溝 土師器 ࡼ 9.3 1.7 1/12 ややૈ 良 ᒵ 5:36/6 内֎面：Ϥコφσ
41 ３ 耕作溝 土師器 ࡼ 7.7 1.7 2/12 ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/3 内֎面：Ϥコφσ
42 ３ 中۷ 陶器 ു 19.9 ʵ 2/12 ૈ 良 灰Φリʵϒ 5:6/2 ৴楽、施釉
43 ３ 灰白৭ૈ砂 須恵器 ᙈʁ ʵ ʵ ʵ ີ ややೈ 灰白 /7/0 タタΩ

44 ４ 耕作溝 陶器  12.9 ʵ 1/12 ີ ៛ݎ ֎面：緑灰 5(5/1 
内面：灰白 7.5:7/1 ං前ʁ

45 ４ 耕作溝 白磁  12.0 ʵ 1/12 ີ ៛ݎ 灰白 7.5:8/1 中国製

46 ４ 中۷ ಔ製品 煙管 ʵ ʵ ܗ ʵ ʵ ʵ  ट෦أ
長さ：5.05Dm

47 ４ 耕作溝 ಔ製品 煙管 ʵ ʵ ܗ ʵ ʵ ʵ  い口෦ٵ
長さ：4.2Dm



平成 26 年度一般国道 163 号精華拡幅事業に伴う埋蔵文化財発۷調査報告

-ÿþ-

付ද̎　乾谷大崩遺跡出土遺物一ཡ

࣮測 
番号 τϨンν 出土地 器種 器ܗ 口ܘ 

	Dm

器ߴ 
	Dm


 ଘ
	ˋ 
 土 ম成 ৭調 成ܗ調など

48 1 精査中 灰釉陶器  ʵ ʵ 4/12 ີ ៛ݎ 灰白 5:7/2 ෦ߴ
49 1 精査中 青磁  14.2 ʵ 1/12 ີ ៛ݎ 明緑灰 7(:7/1 中国製ཾઘ༼
50 1 中۷ 陶器 すりു 17.1 4.0 1/12 ややີ 良 にͿい 2.5:35/4 ৴楽
51 1 中۷ 土師器 ࡼ ܗ 1.4 7.0 ややີ ややೈ ઙԫᒵ 10:38/3 内֎面：Ϥコφσ
52 1 中۷ 土師器 ࡼ 8.9 1.5 1/12 ややີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/4 内֎面：Ϥコφσ

53 1 中۷ 土師器 ࡼ 10.7 2.2 1/12 ややີ 良 内：ԫᒵ 10:38/6 
֎：明ԫ 10:36/6 内֎面：Ϥコφσ

54 1 中۷ 土師器 ࡼ 12.0 2.0 2/12 ややີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/4 内֎面：Ϥコφσ 
内面に࣫付着

55 1 中۷ ಔ製品 煙管 ʵ ʵ ܗ ʵ ʵ ʵ  ट෦أ
長さ：6.5Dm

56 1
灰৭೪質

土 
	 第̓層 


土師器 ࡼ 7.95 1.7 2/12 ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/4 内֎面：Ϥコφσ

57 1
灰৭೪質

土 
	 第̓層 


土師器 ࡼ 11.7 1.2 1/12 ີ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 内֎面：Ϥコφσ

58 1
灰৭೪質

土 
	 第̓層 


陶器  13.7 ʵ 1/12 ີ ៛ݎ 緑灰 10(:5/1 施釉

59 1 耕作溝 土師器 ࡼ 6.5 0.9 1/12 ີ 良 にͿいᒵ 7.5:37/3 内֎面：Ϥコφσ
60 1 耕作溝 土師器 ࡼ 9.0 1.65 2/12 ີ 良 灰白 7.5:38/2 内֎面：Ϥコφσ
61 2 精査中 白磁 ௷ 7.9 ʵ 1/12 ີ ៛ݎ 灰白 10:7/1 中国製 	 福建লʁ 

62 2 精査中 青磁  ʵ ʵ ʵ ີ ៛ݎ Φリʵϒ灰 10:6/2

63 2
灰৭೪質

土 
	 第５層 


陶器 ു 12.0 ʵ 1/12 ີ 良 にͿいԫ 10:34/3 ඒೱ、施釉

64 2
灰৭೪質

土 
	 第５層 


土師器 ು 20.4 ʵ 1/12 ややີ ややೈ 灰白 2.5:8/2

65 2
灰৭೪質

土 
	 第 21 層 


瓦器 ು 16.0 ʵ 1/12 ややີ ややೈ 灰 /4/0

66 2
灰৭೪質

土 
	 第 21 層 


陶器 ࡼ 16.8 ʵ 1/12 ີ 良 ઙԫ 7.5:7/3 古戸

67 2
灰৭೪質

土 
	 第 21 層 


土師質 ז ʵ ʵ ʵ ややૈ 良 ઙԫ 2.5:7/3 口ԑ෦

68 2
灰৭೪質

土 
	 第 21 層 


陶器 すりു ʵ ʵ ʵ ややૈ 良 にͿいԫᒵ 10:37/3 ৴楽

69 2

明৭೪質
土 

	 第 23 層 
 
第３遺構面

瓦 平 ʵ ʵ ʵ ૈ ややೈ 明 7.5:35/6 ද面： 
ཪ面：ೄ

70 2

明৭೪質
土 	 第 23 層


 
第３遺構面

石器 石包丁 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ  長幅：8.1Dm࠷
ະ成品

71 2

灰৭೪質
土 

	 第 12 層 
 
水田面

陶器 ࡼ 9.7 ʵ 1/12 ີ ややೈ ઙԫ 5:7/3 ඒೱ、施釉

72 2 水田跡内 土師器 ࡼ 9.7 2.0 2/12 ີ 良子 灰 5:34/1 内֎面：Ϥコφσ
73 2 水田跡内 土師器 ࡼ 12.0 1.9 1/12 ີ 良 灰白 10:38/2 内֎面：Ϥコφσ

74 2 水田跡内 陶器  ʵ ʵ 6/12 ີ ៛ݎ にͿいᒵ 7.5:37/3 ඒೱ、ߴ෦、施
釉

75 2 ̨̙ 01 土師器 ࡼ ʵ ʵ 1/12 ややີ ややೈ ઙԫᒵ 10:38/3 内֎面：Ϥコφσ
76 2 ̨̙ 02 土師器 ࡼ 7.7 1.05 4/12 ややີ 良 ઙԫ 2.5:7/3 内֎面：Ϥコφσ
77 2 ̨̙ 02 土師質 ʁז 16.0 ʵ 1/12 ややૈ ೈ 灰白 2.5:8/2 口ԑ෦
78 2 ̨̙ 05 土師器 ࡼ 7.8 1.3 1/12 ややີ ややೈ ᒵ 7.5:36/6 内֎面：Ϥコφσ
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付編 乾谷遺跡の花ค・২物ࢎܔମ分ੳ

ύリϊ・αーϰΣΠ株式会社

 ͡ Ί ʹ
今回の分ੳ調査では、乾谷遺跡の発۷調査でݕ出されている近世（17世紀中ࠒ）の水田の様ଶや

時の২ੜに関する報を得ることをతとして、花ค分ੳ・২物ࢎܔମ分ੳを࣮施する。

̍ ɽࢼ ྉ
分ੳࢼྉは、̍ τϨンνの水田̍の耕作土（第４ਤ23層）、̎ τϨンνの第̎水田面の耕作土（第

̔ਤ33層）層४より࠾औされた̎である。いずれの耕作土もմ状構造をなす砂質టからなり、

著しくཚされている。֤耕作土は൙ཞ堆積物に෴われている。

̎ ɽ ੳ ํ ๏
ʢ̍ʣՖคੳ

ष	0.25mmのᝲによるᝲ別、重ӷ、ڈのআࢎ化ΧリϜによる২ࢎྉ約10̶にͭいて、水ࢼ

化ѥԖɼൺ重2.2）による有機物の分、ϑο化水ૉࢎによる߭物質のআڈ、Ξセτリシε	ແ水ਣ


のࠞ߹ӷ̍ࢎೱེ：̕ࢎॲཧによる২物遺ମ中のセルϩーεの分ղを行い、花คをೱ集する。

する全てのݱ下で、出ڸඍݦᕓをάリセリンで෧ೖしてϓϨύϥーτを作成し、400ഒのޫֶ

種ྨにͭいてಉ定・ܭ数する。ಉ定は、ݱੜඪຊのほか、ౡ倉（1973）、中村（1980a）等の࢈২

物の花คࣸਅ集などをࢀ考にする。݁果はಉ定・ܭ数݁果の一ཡද、ٴび花ค化石܈集の層Ґ分

ਤとしてදࣔする。ਤද中でෳ数の種ྨをϋΠϑΥンで݁んだものは、種ྨ間の区別がࠔな

ものをࣔす。ਤ中の木ຊ花คは木ຊ花ค૯数を、ຊ花ค・シμྨ๔子は૯数から不明花คをআ

いた数をそれͧれ基数として、ඦ分で出ݱをࢉ出しਤࣔする。

ʢ̎ʣ২ࢎܔମੳ

φτリϜɼࢎॲཧ、定法、重ӷ分法（ϙリタンάεςンࢎ化水ૉ水・Ԙࢎྉにͭいてաࢼ֤

ൺ重2.5）のॱに物ཧ・化ֶॲཧを行い、২物ࢎܔମを分・ೱ集する。これをΧόーΨϥε上に

ణ下・乾૩させる。乾૩後、ϓリϡϥοΫεで෧ೖしてϓϨύϥーτを作製する。400ഒのޫ

するΠωՊ༿෦（༿と༿ৌ）の༿෦細๔に༝དྷしたݱ下で全面を査し、その間に出ڸඍݦֶ

২物ࢎܔମ	以下、細๔ࢎܔମとݺͿ
および༿機ಈ細๔に༝དྷした২物ࢎܔମ（以下、機ಈ細

๔ࢎܔମとݺͿ）を、近౻（2010）の分ྨをࢀ考にಉ定し、ܭ数する。分ੳのࡍには、分ੳࢼྉの

乾૩重ྔ、ϓϨύϥーτ作成に༻いた分ੳᕓྔをਖ਼確にྔܭし、乾土̶̍あたりの২物ࢎܔମ

含ྔをٻΊる。

݁果は、২物ࢎܔମ含ྔの一ཡදでࣔす。そのݸ100、ࡍʗ̶ະຬはʮ�100ʯでදࣔする。֤
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分ྨ܈の含ྔは10のҐでؙΊる（100୯Ґにする）。また、֤分ྨ܈の২物ࢎܔମ含ྔをਤࣔする。

̏ ɽ݁ Ռ
ʢ̍ʣՖคੳ

݁果をද̍、ਤ̍にࣔす。いずれのࢼྉからも花ค化石が๛に࢈出し、อଘ状ଶもൺֱత良

である。̍τϨンν水田 （̍23層）は、木ຊ花คのׂ߹がߴく、Ϛπଐが木ຊ花ค全ମの85�以

上をΊる。そのଞではϞϛଐ、πΨଐ、τώ

ଐ、ϋンϊΩଐ、コφϥଐコφϥѥଐ等を伴う。

ຊ花คではΠωՊが࠷も多く࢈出し、ΧϠπリ

άαՊ、ϛズΞΦΠଐ、ιόଐ、ΩΫѥՊ、タン

ϙϙѥՊなどを伴う。なお、多࢈するΠωՊ花ค

中には、ഓ種であるΠωଐにྨするܗଶをࣔす

もの（以下、Πωଐܕとする）も多く含まれており、

ΠωՊ全ମにΊるΠωଐܕのׂ߹は約51.1�で

あった。花ค・๔子以֎では、水ੜྨのΫンシ

ϣϞଐ、寄ੜཛの回ཛが確認された。

̎τϨンν南第̎水田面（33層）は、̍τϨンν

とҟなり、ຊ花คのΊるׂ߹がߴい。木ຊ花

คではϚπଐが༏し、πΨଐ、ϋンϊΩଐ、ϒ

φଐ、コφϥѥଐ、コφϥଐΞΧΨシѥଐ、χϨ

ද̍　花ค分ੳ݁果

ද̎　২物ࢎܔମ分ੳ݁果
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ଐʵέϠΩଐ、ππδՊなどを伴う。ຊ花คではΠωՊが༏し、ΠωՊにΊるΠωଐܕの

ׂ߹は約67.8�であった。そのଞではΦϞμΧଐ、ϛズΦΦόコଐ、ΧϠπリάαՊ、ϛズΞΦ

Π、φσシコՊなどを伴う。花ค・๔子以֎では、シϟδΫϞՊ、ΫンシϣϞଐ、回ཛな

どが確認された。

ʢ̎ʣ২ࢎܔମੳ

݁果をද̎、ਤ̎にࣔす。֤ࢼྉからは২物ࢎܔମがݕ出されるものの、อଘ状ଶがѱく、ද

面に多数のখ（༹৯ࠟ）が認Ίられる。また২物ࢎܔମ含ྔも֓してগなく、̍τϨンν水田̍

（23層）が約３ઍݸʗ̶、̎τϨンν第̎水田面（33層）が約４ઍݸʗ̶である。

。ମが見られるࢎܔମや機ಈ細๔ࢎܔ出し、༿෦の細๔࢈ഓ২物のΠωଐがྉからはࢼ֤

その含ྔີ度は、̍τϨンν水田 （̍23層）の細๔ࢎܔମが200ݸʗ̶ఔ度、機ಈ細๔ࢎܔମが

ʗݸに500ڞମがࢎܔମと機ಈ細๔ࢎܔʗ̶ఔ度、̎τϨンνの第̎水田面（33層）の細๔ݸ600

̶ఔ度である。また細๔ࢎܔମや機ಈ細๔ࢎܔମにはܔ化৫片をఄするものも見られ、（ӱ）

にܗ成されるӱࢎܔମもݕ出される。Πωଐは、特に機ಈ細๔ࢎܔମがタέѥՊとڞに、ݕ出さ

れるଞの分ྨ܈とൺֱしても࢈出がཱͭとݴえる。このଞにϤシଐやシόଐがわずかあるいは

ݕもࠎମ、ւ໖ࢎܔݯىのଞに、ΫεϊΩՊに༝དྷするथ木ݯىに認Ίられる。またΠωՊك

ਤ1　花ค化石܈集

ਤ̎　২物ࢎܔମ܈集
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出される。

̐ ɽߟ 
今回調査を行った近世の水田耕作土は、花ค分ੳ݁果をみると、いずれの地もຊྨではΠ

ωՊが多࢈あるいは༏し、Πωଐܕ花คが多࢈する。ΠωՊ全ମにΊるΠωଐܕのׂ߹は、

̍τϨンν水田 （̍23層）で約50�、̎τϨンν第̎水田面（35層）で約70�と、ߴいׂ߹をࣔす。

なお、中村（1980b）によると、ݱੜ水田のΠωଐ花คのڍಈからみて、Πωଐのׂ߹が30�以上

をࣔす場߹、গなくともその付近でҴ作が行われていたとみなせるとしている。一ํ、২物ࢎܔ

ମの࢈状をみると、Πωଐ༝དྷの২物ࢎܔମがݕ出されるものの、ਿ山（2000）で水田調査の基४

としている値（Πωଐ機ಈ細๔ࢎܔମがࢼྉ̶̍り5,000ݸ以上）の̍ʗ10ఔ度とい。このよ

うに含ྔີ度はいものの、Πωଐ༝དྷのܔ化৫片やฑにܗ成されるӲࢎܔମが࢈出するこ

とから、堆積物中にΠωଐ২物ମがଘ在したことがࣔࠦされる。

ഓ種をআくຊ花ค化石は、ΠωՊ、αφΤタσઅʵφΪπΧϛઅ、ΞΧβՊ、φσシコ

Պ、ΞϒϥφՊ、ΩΫѥՊ、タンϙϙѥՊなど、։けた明るい場所にੜҭする種ྨが多く認Ίら

れる。また、২物ࢎܔମでもϝμέଐを含ΉタέѥՊ、Ϥシଐ、シόଐなどのΠωՊ২物がݕ出

される。さらに、主に̎τϨンν第̎水田面（33層）では、ΦϞμΧଐ、水ΦϞμΧଐ、ϛズΞΦ

Πଐなどの水田ࡶとしても一般తな種ྨが含まれるほか、水田にも多いシϟδΫϞՊ、Ϋンシ

ϣϞଐなどもݕ出される。

以上のຊ花ค・২物ࢎܔମの࢈状から、調査区一ଳは։けた場所であったと考えられること

や、Πωଐ化石の࢈状から、調査地ではҴ作が行われていたと考えられる。また࢈出した水࣪

地性২物は、水田ࡶに༝དྷするՄ性がある。なお、Πωଐ২物ࢎܔମの含ྔີ度がかった

は不明だが、࢈出した২物ࢎܔମ全ମのอଘ状ଶがѱかったこと、২物ࢎܔମも境によって

は	たとえ、ΞルΧリ性の水Ҭなど
༹することがある（近౻,2010など）ことから、堆積後の土

ੜ成作༻のӨڹによって分ղしているՄ性もある。また、Πωଐ以֎のഓ種では、1τϨ

ンν水田 （̍23層）からιόଐがݕ出されたことから、֘期におけるपลでのιόഓ・利༻も

ࣔࠦされる。

木ຊ花คをみると、Ϛπଐ（主としてϚπଐෳҡ管ଋѥଐ）が༏する。Ϛπଐෳҡ管ଋѥଐ（い

わΏるχϤϚπྨ）はੜҭのదԠൣғが広く、ඌࠜےや࣪地पล、ւ岸砂ٰ上などଞの広༿थ

のੜҭに不దなཱ地にもੜҭがՄである。また、ۃなཅथであり、やせたད地などでもよく

発ժしੜҭすることから、െ࠾された土地などに࠷初にਐೖするೋ次ྛの代දతな種ྨでもある。

また花คੜྔ࢈が多く、෩ഔであることから、࣮ࡍの২ੜにରしてա大ධՁされている場߹が多

い。Ϛπଐ以֎では、Ϟϛଐ、πΨଐ等のԹଳ性༿थや、コφϥଐΞΧΨシѥଐなどのৗ緑広

༿थ、ΫϚシσଐʵΞαμଐ、ϋンϊΩଐ、コφϥଐコφϥѥଐ、χϨଐʵέϠΩଐ、ΤϊΩଐʵ

ϜΫϊΩଐなどの落༿広༿थも࢈出するが、いずれも࢈出はで、̍τϨンν水田̍では種

ྨ構成も୯調である。このような木ຊ花คの࢈状から、時の調査区पลにはϚπଐなが分し

ていたものの、ྛとݺるྛ分が成ཱしていたՄ性はく、人ҝత২ੜ֧ཚをڧく受けた২
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ੜであったと推定される。このような近世の木ຊならびにຊ花ค化石の成は、京都ຍ地の近

世以߱の成としては、ීวతにみられる向である（ࠤʑ木ほか,2011）。
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Տচ遺跡第 図版第　࣍27 1

（1）

（2）

（1）第２トレンチ全景（上空からɺӈԼ͕北）

（2）第２トレンチ遺構܈全景（上空からɺӈԼ͕北）



Տচ遺跡第 図版第　࣍27 2

（1）

（2）

（3）

（1）第１トレンチ全景（南東から）

（2）第１トレンチ全景（北西から）

（3）第１トレンチＳＤ0�検出状況
（南西から）



Տচ遺跡第 図版第　࣍27 3

（1）

（2）

（3）

（1）第１トレンチＳ̥01検出状況
（北東から）

（2）第１トレンチＳ̥01完掘状況
（北東から）

（3）第１トレンチＳＤ03・0�ۙ景
（北東から）
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（1）

（2）

（3）

（1）第１トレンチＳＤ0�ଯੵ状況
（北東から）

（2）第１トレンチＳＤ03ଯੵ状況
（北東から）

（3）第１トレンチＳＤ03・0�ۙ景
（南西から）
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（1）

（2）

（3）

（1）第１トレンチＳＤ0�ଯੵ状況
（南西から）

（2）第１トレンチＳＤ03ଯੵ状況
（南西から）

（3）第１トレンチ࠭ۙ景
（南西から）
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（1）

（2）

（3）

（1）第１トレンチ࠭ۙ景
（北東から）

（2）第１トレンチຒΊ͠状況
（南東から）

（3）第２トレンチۙ景（南東から）
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（1）

（2）

（3）

（1）第２トレンチ全景（北西から）

（2）第２トレンチＳＤ10
遺物出土状況（北から）

（3）第２トレンチＳＤ1�ۙ景
（北東から）
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（1）

（2）

（3）

（1）第２トレンチＳＤ1�ɺＳ̠21
ʙ 23ۙ景（北東から）

（2）第２トレンチＳＤ13 ʙ 1�ۙ景
（北東から）

（3）第２トレンチＳＤ12ۙ景
（北東から）
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（1）

（2）

（3）

（1）第２トレンチＳＤ11ۙ景
（北東から）

（2）第２トレンチＳＤ1�ଯੵ状況
（西から）

（3）第２トレンチＳ̠21ଯੵ状況
（西から）
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（1）

（2）

（3）

（1）第２トレンチＳ̠21遺物出土
状況（西から）

（2）第２トレンチＳ̠21遺物出土
状況（北から）

（3）第２トレンチＳ̠21完掘状況
（北から）
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（1）

（2）

（3）

（1）第２トレンチ遺物แؚ
検出状況（北から）

（2）第２トレンチ遺物แؚ
検出状況（北東から）

（3）第２トレンチ11۠࠭検出状況
（北東から）
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ฏӃڥچ遺跡　図版第 1

（1）調査લ全景（南東から）

（2）調査લ全景（北東から）

（3）調査લ全景（南東から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 2

（1）2�ʵ１トレンチ全景（北西から）

（2）2�ʵ１トレンチ断面（北から）

（3）2�ʵ２トレンチߌ検出状況
（南東から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 3

（1）2�ʵ２トレンチ全景（南から）

（2）2�ʵ２トレンチྻߌ検出状況（北から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 4

（1）2�ʵ２トレンチྻߌ断面
（北西から）

（2）2�ʵ２トレンチྻߌ断面
（南東から）

（3）2�ʵ２トレンチ完掘ޙ全景
（北西から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 5

（1）2�ʵ３トレンチ全景（北から）

（2）2�ʵ３トレンチྻߌ検出状況
（東から）

（3）2�ʵ３トレンチ完掘ޙ全景
（北西から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 6

（1）2�ʵ１トレンチ全景（北東から）

（2）2�ʵ１トレンチ断面（北から）

（3）2�ʵ４トレンチ全景（北東から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 7

（1）2�ʵ４トレンチ検出状況
（南東から）

（2）2�ʵ̓トレンチ断面（北西から）

（3）2�ʵ̓トレンチ検出状況
（東から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 8

（1）2�ʵ１トレンチ全景（北西から）

（2）2�ʵ３トレンチ全景（南東から）

（3）2�ʵ４トレンチ全景（東から）
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（1）2�ʵ２トレンチ全景（南東から）

（2）2�ʵ２トレンチ断面（北西から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 10

（1）2�ʵ２トレンチ断面（南西から）

（2）2�ʵ２トレンチͱฏӃ
Իಊ（北東から）؍

（3）2�ʵ̑トレンチ出土状況
（南西から）
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2�ʵ̑トレンチ全景（南東から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 12

（1）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01全景（北西から）

（2）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01全景（南東から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 13

（1）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01北෦（東から）

（2）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01北西෦（東から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 14

（1）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01南෦（南東から）

（2）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01南෦ߌ検出状況（南から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 15

（1）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01ݢฏנ出土状況（北東から）

（2）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01נ出土状況（南から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 16

（1）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構
Ｓ̭01ߌ・ྲྀ検出状況
（北西から）

（2）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01
出土状況（南から）נ

（3）2�ʵ̑トレンチ南壁ੴ物出土
状況（北西から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 17

（1）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01আޙڈ状況（南から）

（2）2�ʵ̑トレンチఅ状遺構Ｓ̭01আޙڈ状況（北西から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 18

（1）ฏ2�調査ݱ地આ໌ձ
（北西から）

（2）ฏ2�調査ऴྃ状況
（南東から）

（3）ฏ2�調査ऴྃ状況
（北西から）



ฏӃڥچ遺跡　図版第 19ฏӃڥچ遺跡　図版第 19

出土遺物１（土ث・ಃ࣓ث）
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ฏӃڥچ遺跡　図版第 20

出土遺物２（נؙݢ）
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ฏӃڥچ遺跡　図版第 21

出土遺物３（נؙݢ）
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ฏӃڥچ遺跡　図版第 22

出土遺物４（ݢฏנ）
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ฏӃڥچ遺跡　図版第 23

出土遺物 （נَ・נฏݢ̑）
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ฏӃڥچ遺跡　図版第 24

出土遺物 （נ̒）
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ฏӃڥچ遺跡　図版第 25

出土遺物 （נ̓）
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ฏӃڥچ遺跡　図版第 26

（1）出土遺物 （̔મ՟）

（2）出土遺物 （̕ੴ物）

15�
16�
16�
1��

160
166
173

1��

1��

1��

1�1

1��

15�

1��

1�5

15�

1��

1�6

15�

1��

1��

15�



乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 1

（1）調査地遠景（北東上空から）

（2）調査地遠景（北西上空から）



乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 2

（1）乾谷遺跡１トレンチ
水田検出面全景（東から）

（2）乾谷遺跡１トレンチ
水田検出面全景（西から）

（3）乾谷遺跡１トレンチ
北壁断面（南西から）



乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 3

（1）乾谷遺跡１トレンチ
畦畔断面（c-c'）（東から）

（2）乾谷遺跡１トレンチ
畦畔断面（d-d'）（東から）

（3）乾谷遺跡１トレンチ
水田１遺物出土状況（南西から）



乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 4

（1）乾谷遺跡２トレンチ
第２水田面全景（西から）

（2）乾谷遺跡２トレンチ
第２水田面遺物出土状況
（北から）

（3）乾谷遺跡３トレンチ
遺構検出面全景（東から）



乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 5

（1）乾谷遺跡３トレンチ
南壁断面（北から）

（2）乾谷遺跡４トレンチ
遺構検出面（東から）

（3）乾谷遺跡４トレンチ
東壁断面（西から）



乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 6

（1）乾谷大崩遺跡１トレンチ
第１遺構面全景（西から）

（2）乾谷大崩遺跡１トレンチ
第２遺構面全景（西から）

（3）乾谷大崩遺跡１トレンチ
北壁断面（南から）



乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 7

（1）乾谷大崩遺跡２トレンチ
第２遺構面全景（西から）

（2）乾谷大崩遺跡２トレンチ
南壁断面（北から）

（3）乾谷大崩遺跡２トレンチ
溝ＳＤ01・02完掘状況（南から）



乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 8
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乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 9
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乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡　図版第 10
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ふりがな ふりがな コード

北緯 東経 調査期間 調査面積
㎡ 調査原因所収遺跡名 所在地 市町村 遺跡

番号

きづがわかしょう
いせきだいにじゅ
うななじ

木津川河床遺跡第
27次

きょうとふやわ
たしかわぐちち
ない

京都府八幡市川
口地内

26210 ４ 34 ゜ 52′ 42″ 135 ゜ 43′ 29″

20140507
～

20140611、
20141104

～
20150129

300

700
河川改修

びょうどういん
きゅうけいだいい
せき

平等院旧境内遺跡

きょうとふうじ
しうじとうがわ

京都府宇治市宇
治塔川 26204 114 34 ゜ 53′ 19″ 135 ゜ 48′ 34″

20121206
～

20130116、
20140203

～
20140304、
20141216

～
20150310

400

　
480

1,600

河川改修

へいせい 26 ねん
どいっぱんこくど
う 163 ごうせいか
かくふくじぎょう

平成 26 年度一般
国道 163 号精華拡
幅事業

いぬいだにいせき

乾谷遺跡

いぬいだにおおく
ずれいせき

乾谷大崩遺跡

きょうとふそう
らくぐんせいか
ちょういぬいだ
に

京都府相楽郡精
華町乾谷

26360 14
34 ゜ 43′ 51″

34 ゜ 43′ 49″

135 ゜ 46′ 18″

135 ゜ 46′ 12″
20141023

～20150306

1,703

347
道路建設

備考：北緯・東経の値は世界測地系に基づく。



所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

木津川河床遺跡第
27次

集落跡
飛鳥～平安

中世 柱穴・溝・土坑・噴砂

須恵器・土師器

土師器・瓦器・瓦質土器・緑有陶器・中
国製磁器

平等院旧境内遺跡

寺院跡 平安～近世 杭列・堤状遺構
須恵器・土師器・瓦質土器・中国製青花
磁器・染付磁器・白磁・陶器・瓦・石造
物

乾谷遺跡

乾谷大崩遺跡
水田跡 中世～近世

水田跡・畦・杭列

水田跡・溝

須恵器・土師器・瓦器・瓦・青磁・白磁・
陶器・煙管・鉄製品・下駄

石包丁・土師器・灰釉陶器・青磁・白磁・
陶器・瓦・煙管

所収遺跡名 要 約

木津川河床遺跡第27次 　今回の調査では、古墳時代前期から飛鳥、奈良、平安、鎌倉時代にかけての遺物が出土
した。遺構は、12世紀から13世紀の柱穴、溝、土坑を確認したが、建物等性格は不明である。
また、奈良時代以前の遺構は確認できなかった。8世紀代の遺物包含層があり、付近に遺構
が所在すると推定される。このほか慶長伏見大地震に係ると考えられる噴砂も確認した。
木津川河床遺跡の時代と性格を考えるうえで貴重な調査成果を得ることができた。

平等院旧境内遺跡 　平成24・25・26年度３か年にわたって塔の川河床を調査した。今回の調査では、塔の川
左岸寄りで堤状遺構を幅５ｍ全長53ｍ確認した。堤状遺構は、人頭大の礫と木杭で積み上
げてあり、平安期の瓦、近代陶磁器片等が出土し、近代まで使われていたと考えられる。
堤状遺構の性格は防災施設、船着き場、堰などが想定されている。出土遺物は、平等院に
関係すると考えられる平安期の瓦片が多数出土している。
利水治水施設に係る貴重な調査成果を得ることができた。

乾谷遺跡

乾谷大崩遺跡

今回の調査は、乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡とも初例の調査である。
乾谷遺跡では、近世初期の畦畔を伴う水田跡、室町時代後期の水田跡と考えられる遺物包
含層を確認した。遺物は、奈良時代から近世にかけて出土している。山田川の洪水による
砂の堆積層も確認された。
乾谷大崩遺跡では、中世から近世の畦畔を伴う水田跡を4面確認し、水田耕作に伴う溝を５
条確認した。
乾谷遺跡・乾谷大崩遺跡とも山田川の洪水の被害を受けながら、水田耕作が中世から近世
にかけて行われてきた様子が分かり、付近に集落跡も想定できる貴重な調査成果が得られ
た。
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