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序

　本年報は，２００２年度に埋蔵文化財研究センターがおこなった，大学敷地内にのこる遺跡

調査の成果をまとめたもので，試掘と立合調査からの資料を第１章と第５章で，３件の発

掘調査によってえられた知見を第２章から第４章において，それぞれ報告した。

　第２章は，病院構内の８０００�にわたる広大な面積の調査にともなう，縄文時代から近世

にわたる資料の報告で，とくに江戸時代の乾山焼に関連する遺物については，その製作技

術とともに，文献史料との関係をも考察した。第３章は，本部構内の時計台の改修工事に

ともなって，建物の地下および周辺の調査から明らかにした内容で，中世白川道の遺構お

よび幕末の尾張藩京屋敷に関連する資料を多数収集し，歴史的な土地利用の復元をも試み

ている。第４章では，考古資料の調査に加えて，低湿地に残された木材や花粉などの自然

科学的な分析をおこない，縄文時代の人の活動および弥生時代の自然環境についても検討

を深めた。

　このような調査で蓄積された資料は，先史時代から近世にわたる長い時代の歴史叙述

に，あらたな視点を与えるものとなり，さらにそれを有効活用できるよう学外に発信する

ことも，大学の調査機関としての重要な責務であり，この年次報告はその一端を担うもの

と考えている。ご高覧いただきご批判下さるようお願いしたい。

　資料整理にあたっては，伊東隆夫本学名誉教授による木材の樹種の同定，外山秀一皇學

館大学教授によるプラント・オパール分析，京都造形芸術大学大学院の上中央子氏による

花粉分析のほか，学内・学外の関係者や調査機関から，多くのご指導とご助言をいただい

た。また調査の全般にわたっては，施設・環境部，医学部附属病院，理学研究科，総合人

間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。

　　２００７年３月

 京都大学埋蔵文化財研究センター長　　　　　

 上　原　真　人　
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例　　　言

１　本年報は，京都大学構内で２００２年４月１日から２００３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，および京都大学埋蔵文化財研究センター

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５０�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�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：京都大学病院構内ＡＥ１９区の発掘調査

　　Ⅱ：京都大学本部構内ＡＵ２５区の発掘調査

　　Ⅲ：京都大学北部構内ＢＤ２８区の発掘調査

　　Ⅳ：京都大学吉田南構内ＡＲ２５区の立合調査

　　（例　Ⅰ１：京都大学病院構内ＡＥ１９区出土遺物１番）

６　原則として，遺物の実測図は縮尺１�４，遺物の写真は約１�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。なお，巻首図版は金井杜男氏（京都国立博物館）の撮影写真を使用させてい

ただいた。

１０　編集は，冨井眞が担当し，清水芳裕，千葉豊，伊藤淳史，吉江崇，磯谷敦子，北尾敬

子，柴垣理恵子が協力した。
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