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序

　本報告書は２００９年度に文化財総合研究センターがおこなった，京都大学構内に残る遺跡

の発掘調査の成果をまとめたものである。京都盆地の一角を占めるにすぎない吉田キャン

パスにも，先史時代から近世におよぶ多数の遺跡が残されており，これらの調査の成果を

報告するにあたっては，できるだけ精緻な分析によって，過去の調査成果にあらたな考察

を加えながら歴史の復元を試みている。

　　ここで報告するのは吉田キャンパスにおける３件の調査によるもので，とくに縄文時

代と中世前半期の重要な知見が得られている。まず北部構内の縄文晩期の低湿地遺跡で

は，大規模な埋没林とともに加工痕のある巨木が残され，また本部構内では縄文晩期の住

居跡が発見され，当時の人の活動や土地利用を検討する上であらたな資料を加えることが

できた。さらに西部構内では１３世紀中葉の石敷，掘込地業をともなう建物跡，瓦溜など邸

宅や庭園に関連する遺構を検出し，鎌倉時代の「吉田泉殿」と称された公卿西園寺公経の

別邸との関係を示す貴重な情報を得た。

　こうした成果については，社会へ広く発信して有効に活用されるよう，調査時における

現地での説明会や当センターのホームページなどを通じて情報の公開を図るとともに，大

学がおこなう社会へ向けたさまざまな行事において，尊攘堂を利用して過去の発掘調査に

よる出土資料の公開をおこなっている。この年次報告もその一端を担うものであり，ご高

覧いただきご批評をお願いしたい。

　資料整理にあたっては，学内，学外の多くの関係者および調査機関からご指導ご助言を

いただき，第３章，第４章の報告では木材の樹種や植物珪酸体などを専門分野の方々に分

析を依頼して，それらの成果をご寄稿いただいた。また発掘調査を進めるにあたっては，

施設部，学務部，理学部の関係各位のご協力を賜った。ここに厚くお礼申し上げるととも

に，今後とも変わりないご支援とご協力をお願いする次第である。

　　２０１２年３月

 京都大学文化財総合研究センター長　　　　　

 上　原　真　人　
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例　　　言

１　本年報は，京都大学構内で２００９年４月１日から２０１０年３月３１日までに発掘，整理作業

をおこなった埋蔵文化財調査と保存の報告，および京都大学文化財総合研究センター

における研究成果をまとめたものである。

２　国土座標にしたがって一辺５０ｍの方形の地区割りをして，遺跡の位置を表示した。

３　層位と遺構の位置については，国土座標第Ⅵ座標系（日本測地系，ｘ＝－１０８,０００　

ｙ＝－２０,０００）が（Ｘ＝２,０００　Ｙ＝２,０００）となる京都大学構内座標により表示した。

４　遺構の略号は，奈良文化財研究所の方式にしたがって，井戸：ＳＥ，土坑：ＳＫのよ

うに表示し，各調査ごとに通し番号を１から付した。

５　遺物には，遺跡の調査名を示すローマ数字と，調査ごとの通し番号を１から付した。

　　この遺物番号は，本文，実測図，写真を通じて表示を統一した。

　　Ⅰ：京都大学西部構内ＡＷ２０区の発掘調査

　　（例　Ⅰ１：京都大学西部構内ＡＷ２０区出土遺物１番）

６　原則として，遺物の実測図は縮尺１鍬４，遺物の写真は約１鍬２に統一した。他の縮尺のも

のは，それぞれに縮尺を明記した。

７　参考文献は，本文中に〔著者名　発表年〕の形式で表わし，巻末に一括した。

８　古代・中世土師器の型式分類は，とくにことわりがない場合，『京都大学埋蔵文化財調

査報告Ⅱ』（１９８１年）にしたがっている。

９　本文の執筆者名は各章の初めに列記した。また，遺物の撮影は，それぞれ報告者が担

当した。

１０　編集は，伊藤淳史が担当し，清水芳裕，千葉豊，冨井眞，笹川尚紀，磯谷敦子，柴垣

理恵子，菊地倫世が協力した。
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図　版　目　次

巻首図版　京都大学西部構内ＡＷ２０区　建物と玉石敷遺構
図版１　京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点
図版２　京都大学西部構内ＡＷ２０区

１　建物ＳＸ１２オルソ撮影画像（上が北）

２　建物ＳＸ１２北側石敷（北東から）

図版３　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　建物ＳＸ１２（西から）

２　建物ＳＸ１２（手前は集石ＳＸ１３・北から）

図版４　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　建物ＳＸ１２検出状況遠景（北西から）

２　建物ＳＸ１２南側石敷（南から） ３　建物ＳＸ１２南側石敷細部（上が東）

図版５　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　東区中世遺構全景（砂礫上面検出遺構・北西から）

２　西区中世遺構全景（砂礫上面検出遺構・北東から）

図版６　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　土堤状盛土遺構（下面はＳＸ１２検出・南から）

２　階段状配石ＳＸ１０（上：南から，下：西から）

３　集石ＳＸ１３（北から） ４　集石ＳＫ７（ＳＥ１９上面・南から）

５　井戸ＳＥ１９（南から）

図版７　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　瓦溜ＳＸ１（西から） ２　土器溜ＳＸ９（西から）

３　集石ＳＸ７（北から）

図版８　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　土器溜ＳＸ２（南から） ２　土器溜ＳＸ８（南から）

３　土器溜ＳＸ１１（東から）

４　東区東半域中世土坑・柱穴群（北西から）

５　東区西辺域流路ＳＲ１・中世柱穴群（北から）

図版９　京都大学西部構内ＡＷ２０区



vi

玉石敷遺構ＳＫ１３（その１）

　１　１回目検出（南から） ２　色玉石集中部（東から）

　３　上面土器溜除去後（東から）

図版１０　京都大学西部構内ＡＷ２０区
玉石敷遺構ＳＫ１３（その２）

　１　下面土器溜検出（東から） ２　東半部下層礫埋積状況（東から）

　３　半截後断面（東から）

図版１１　京都大学西部構内ＡＷ２０区
西区東半の中世前半遺構（その１）

　１　流路ＳＲ３周辺（北から） ２　流路ＳＲ４周辺（北から）

　３　流路ＳＲ３（南から）

図版１２　京都大学西部構内ＡＷ２０区
西区東半の中世前半遺構（その２）

　１　景石１とＳＲ３護岸状集石（南から）

　２　ＳＲ３東側の微高地と集石ＳＸ２３（南西から）

　３　ＳＲ４両岸の景石２と景石３，背後の微高地とＳＲ３（西から）

図版１３　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　景石１（南から） ２　景石２（西から）

３　景石３（西から） ４　井戸ＳＥ６４（北から）

５　溜井状施設ＳＥ６３（南から） ６　溜井状施設ＳＥ６５（西から）

図版１４　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　土器溜ＳＸ１６（南西から） ２　瓦溜ＳＸ２０（西から）

３　土器溜ＳＸ２２（西から）

４　西区西半黄褐色砂質土検出作業状況（南から）

５　不定形土坑ＳＸ１７石造物出土状況（西から）

図版１５　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　東区近世遺構全景（黄灰色土上面・北西から）

２　東区中世後半遺構全景（茶褐色土上面・北西から）

３　東区近世畝状遺構検出状況（西から）

４　野壺ＳＥ１０底板痕（東から）
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図版１６　京都大学西部構内ＡＷ２０区
１　西区近世遺構全景（北東から） ２　石組溝ＳＤ３３（南から）

３　西区近世水田遺構全景（北東から）

４　路面ＳＦ１（北から） ５　路面ＳＦ２（北から）

６　西区北壁礫充填溝断面 ７　石組溝ＳＤ３４（西から）

８　石組溝ＳＤ３０（北から）

図版１７　京都大学西部構内ＡＷ２０区
ＳＸ１１，ＳＫ１３，ＳＸ９，ＳＸ１６出土遺物

図版１８　京都大学西部構内ＡＷ２０区
ＳＲ３東肩茶褐色土出土遺物，ＳＫ１４出土遺物，ＳＫ７出土遺物

図版１９　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒丸瓦（その１）

図版２０　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒丸瓦（その２）・丸瓦，軒平瓦（その１）

図版２１　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒平瓦（その２）

図版２２　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒平瓦（その３）

図版２３　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒平瓦（その４）

図版２４　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒平瓦（その５）

図版２５　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒平瓦（その６）

図版２６　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒平瓦（その７）

図版２７　京都大学西部構内ＡＷ２０区
軒平瓦（その８），ＳＸ１２地業埋土出土瓦，集石ＳＸ１３出土瓦，特殊小型瓦，

平安時代以前の瓦

図版２８　京都大学西部構内ＡＷ２０区
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平瓦（その１）

図版２９　京都大学西部構内ＡＷ２０区
平瓦（その２）

図版３０　京都大学西部構内ＡＷ２０区
平瓦（その３）

図版３１　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　暗黒褐色土上面（西から） ２　腐植土Ⅰ上面（西から）

図版３２　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　白砂混黒褐色土除去後の全景（西から）

２　灰褐色土Ⅱ除去後の全景（西から）

３　茶褐色土除去後の全景（西から）

４　黒褐色土除去後の全景（西から）

５　暗黒褐色土除去後の全景（西から）

６　暗黒褐色土上面の足跡（北から）

図版３３　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　暗黒褐色土の石鏃出土状況（西から）

２　土器片敷き遺構ＳＸ１（西から）

３　断層状の地震痕跡（南から）

４　溝ＳＤ２１４と地震痕跡（南から）

５　灰白色粗砂Ⅱ除去後の足跡（西から）

６　樹幹を覆う砂層群（北から）

図版３４　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　腐植土Ⅰ除去後の全景（西から）

２　腐植土Ⅱ上面（西から）

３　青灰色粘土掘削終了後の全景（西から）

４　加工痕をもつ樹幹と周辺の木材（北から）

５　腐植土Ⅱ落込・腐植土Ⅲの木材（北から）

６　黒色土上面（北から）

図版３５　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　加工痕をもつ樹幹（西から）



ix

２　樹幹の根元の加工痕（北東から）

３　樹幹の先端部の加工痕（西から）

４　樹幹の加工痕（Ｙ＝２５８６．６付近：北から）

５　樹幹の加工痕（Ｙ＝２５８４．１付近：南から）

６　樹幹の加工痕（Ｙ＝２５８３．０付近：北から）

図版３６　京都大学北部構内ＢＨ３１区
ＳＸ１出土土器，樹幹にともなう土器

図版３７　京都大学北部構内ＢＨ３１区
暗黒褐色土出土土器１，青灰色粘土出土土器１

図版３８　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　腐植土Ⅰ出土土器１

２　暗黒褐色土出土土器２，青灰色シルト質土出土土器

図版３９　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　シルト質土群出土土器，暗黄灰色砂質土出土土器，

　　暗黒褐色砂質土Ⅱ出土土器，灰白色粗砂Ⅱ出土土器

２　腐植土Ⅰ出土土器２，青緑色粘土出土土器，腐植土Ⅱ出土土器，

　　青緑色粘土下部出土土器，紫灰色粘土出土土器，混礫青灰色粘土出土土器

図版４０　京都大学北部構内ＢＨ３１区
青灰色粘土出土土器２

図版４１　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　青灰色粘土出土土器３ ２　青灰色粘土出土土器４

図版４２　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　暗黒灰色粘質土出土土器

２　暗褐灰色砂質土Ⅰ出土土器，腐植土Ⅲ出土土器，

　　暗褐灰色砂質土Ⅱ出土土器，黄灰色砂出土土器，腐植土Ⅳ出土土器

図版４３　京都大学北部構内ＢＨ３１区
先史時代の石器１

図版４４　京都大学北部構内ＢＨ３１区
先史時代の石器２

図版４５　京都大学北部構内ＢＨ３１区
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１　先史時代の石器３ ２　同上裏面

図版４６　京都大学北部構内ＢＨ３１区
１　先史時代の石器４ ２　同上裏面

図版４７　京都大学北部構内ＢＨ３１区
木材の顕微鏡写真１

　１　アカガシ亜属の木口・柾目・板目

　２　コナラ節の木口・柾目・板目

　３　フジ属の木口・柾目・板目

図版４８　京都大学北部構内ＢＨ３１区
木材の顕微鏡写真２

　１　オニグルミの木口・柾目・板目

　２　クリの木口・柾目・板目

　３　ヤマグワの木口・柾目・板目

図版４９　京都大学北部構内ＢＨ３１区
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