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序

　本年報は，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
うち，2017年度に整理の終了したものについて，その成果をまとめたものである。
　第Ⅰ部で紹介する熊野構内の調査では，周辺地での所在が想定されてきた白河北殿や粟
田宮の実態を解明するための豊富な資料が得られた。中でも，古代末期頃のものと考えら
れる鬼瓦片が ２ 点みつかった点は，周辺に寺院が存在した可能性を示す発見として意義深
い。また，同地点では幕末期のものと考えられる瓦積み遺構も検出され，絵図にみられる
阿波徳島藩邸に関係する遺構ではないかと注目される。これまでの京都大学構内の調査で
は幕末期の土佐藩邸や尾張藩邸がみつかってきたが，今回の新たな発見は，幕末における
鴨東地域の土地利用の一端を理解するための新たな糸口を示すものとなった。第Ⅱ部の紀
要では，13世紀にうまれ，17世紀に現在のものに近い形になったイスラームの呪術書の一
端を紹介する論考を掲載した。第Ⅰ部・第Ⅱ部ともにご高覧いただき，ご批評をいただけ
れば幸いである。
　本年報は，前身の埋蔵文化財研究センターの発足以来，当センターがおこなう調査・研
究の成果についての情報を広く開示する目的で発行されてきた。年報以外にも，発掘調査
の進捗のウェブサイト上での紹介，現地説明会の開催，尊攘堂での資料展示などを通じて，
発掘情報の公開を心がけてきた。こうした情報公開の一環として2014年度よりはじまった
本学総合博物館と連携した特別展「文化財発掘」は，今回で ５ 回目を迎えた。「発掘　乾
山窯」と題した今回の展示は，2019年 ２ 月20日から ４ 月21日の会期で総合博物館において
開催されている。そこでは，京都大学病院構内出土の乾山焼だけでなく，法蔵禅寺や立命
館大学，京都市埋蔵文化財研究所，同志社大学の協力を仰いで，京都市内各地で出土した
乾山焼を紹介している。今後も各方面の組織との連携を深めながら，社会への情報の発信
に努めていきたい。
　最後に，学内における発掘調査を円滑に進める上で，施設部をはじめとする関連部局か
ら多大なご協力をいただいている。関係各位に厚く御礼を申し上げるとともに，今後とも
ご支援ご協力をお願い申し上げる。

　　2019年 3 月

� 京都大学文化財総合研究センター長　　　　　
� 吉 井 秀 夫　
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例　　　言

１ 　本年報は，京都大学構内で2017年 ４ 月 １ 日から2018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：京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

　　（例　Ⅰ １ ：京都大学熊野構内ＺＺ18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，図版25のⅠ759・Ⅰ760，26～29は故・寿福滋氏（寿福写房）の撮影写

真を使用させていただいた。また，図版 ２ の立面写真は島津功氏（コンピュータ・シ

ステム株式会社）が作製した。

10　編集は，内記理が担当し，千葉豊，伊藤淳史，冨井眞，笹川尚紀，磯谷敦子，柴垣理

恵子，長尾玲，藤森良祐が協力した。
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第 １ 章　2017年度京都大学構内遺跡調査の概要

吉井秀夫　　千葉　豊　　内記　理

　 １ 　調査の経過

　京都大学文化財総合研究センターは，吉田キャンパスおよび附属施設の敷地内における

建物の新営やそのほかの掘削工事に際し，予定地の埋蔵文化財調査を，既知の遺跡との関

係や過去の調査結果により，発掘・試掘・立合にわけて実施している。2017年度には，以

下のように発掘調査 １ 件，試掘調査 ３ 件，立合調査 ５ 件，資料整理 １ 件をおこなった（括

弧内は図版 １ および表 ２ の地点番号）。

　 ２ 　調査の成果

　以上のうち2017年度に整理を終えたものについて，成果を略述する。なお，熊野構内Ｚ

Ｚ18区については，第 ２ 章で成果を詳述しているので参照されたい。

　熊野構内ＺＺ18区の発掘調査　本調査区は熊野構内の東部に位置する。発掘調査の結果，

中世の溝や土坑などの遺構や，近世の井戸や野壺，幕末のものと考えられる大溝や瓦積み

の遺構がみつかった。遺構に対応して，中世から幕末にかけての土器や瓦を中心とする遺

発掘調査　京都大学関田学生寄宿舎（混住寮）新営（田中関田町遺跡ＢＢ18区）

	 （整理中，図版 １ －455）

試掘調査　京都大学関田学生寄宿舎（混住寮）新営（田中関田町遺跡ＢＢ18区）

	 （第 １ 章，図版 １ －454）

京都大学外国人宿舎（百万遍）新営（西部構内ＡＺ20区）	 （第 １ 章，図版１－456）

京都大学外国人宿舎（東山二条）新営（岡崎遺跡ＺＳ23区）	 （第 １ 章，図版 １ －457）

立合調査　京都大学（北部ほか）基幹・環境整備工事（北部構内ＢＧ36区ほか）	

	 （第 １ 章，図版 １ －458）

京都大学総合研究15号館（旧建築学教室本館）改修（本部構内ＡＹ29区）

	 （第 １ 章，図版 １ －459）

京都大学（医学部・薬学部）基幹・環境整備工事（病院東構内ＡＫ16区ほか）

	 （第 １ 章，図版 １ －460）

京都大学雨水排水改修（本部構内ＡＸ25区）	 （第 １ 章，図版 １ －461）

京都大学有機廃液処理装置撤去その他工事（本部構内ＡＹ25区）	（第 １ 章，図版 １ －462）

資料整理　京都大学熊野職員宿舎改築（熊野構内ＺＺ18区）	 （第 ２ 章，図版 １ －435）
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2016年度京都大学構内遺跡調査の概要

物が出土したほか，下層の砂礫層からは縄文土器が，中世の遺構や包含層からは平安時代

後期から中世にかけての瓦がまとまった数で出土した。その中には平安時代後期のものと

考えられる鬼瓦も含まれる。これらは，本調査区の周辺に存在したと考えられる白河北殿

や粟田宮にかかわる遺物と考えられよう。

　また，幕末期頃のものと考えられる大溝や瓦積みについては，絵図の記録などから同地

に存在したと想定される阿波徳島藩邸に関係するものと推察される。出土遺物から比定を

裏付けることはできなかったものの，今後周辺の調査が進めば，調査区周辺における幕末

期の様相が明らかになる可能性が高い。

　京都大学構内における試掘調査　　本年度は，以下の ３ 件の試掘調査を実施した。

　［関田学生寄宿舎新営（図版 １ －454）］　同地点は遺跡指定範囲外であったが，今出川

通をはさんで南側の西部構内においてこれまでに中世の遺跡がみつかっていることを考え

ると，その広がりが同地点にまで及ぶ可能性は十分に考えられた。そこで，京都市文化財

保護課の担当者立ち合いのもと， ５ 月15日に ２ 箇所で試掘をおこない，中世遺物包含層の

良好な残存を確認した。結果，同地点は田中関田町遺跡として新たに登録され，その後発

掘調査を実施した。現在，その成果を整理している（図版 １ －455）。

　［外国人宿舎（百万遍）新営（図版 １ －456）］　左京区吉田泉殿町に所在する旧・警察

寮敷地に，外国人向けの宿舎の新営が計画された。新営予定地は吉田泉殿町遺跡に含まれ

るため，遺物包含層と遺構の有無や深さなどを確認する目的で， ７ 月18日と ９ 月29日の ２

回に分けて試掘をおこなった。計 ６ 箇所で掘削をおこなったが，いずれの地点においても

地表下1.3ｍ以下まで石炭ガラやコークス灰，コンクリート塊などが埋まっており，遺跡

の残存を確認することができなかった。1931年に警察寮の建物が建てられる以前には，こ

の地点は京都高等工芸学校の敷地であり，この時代に大規模な土地改変がおこなわれたも

のとみられる。遺跡の大半はすでに失われていると判断した。

　［外国人宿舎（岡崎）新営（図版 １ －457）］　左京区岡崎成勝寺町に所在する旧公務員

宿舎跡地が京都大学敷地となり，外国人宿舎の新営が計画された。予定地は白河街区跡（延

勝寺跡）・岡崎遺跡に含まれるため，遺物包含層と遺構の遺存状況を確認する目的で， ７

月19日に試掘調査をおこなった。その結果，古代にさかのぼる遺物包含層が良好な状態で

確認され，宿舎新営に先立ち，発掘調査を実施することが決まった。

　京都大学構内における立合調査　　以上の発掘調査や試掘調査以外にも，本年度は ５ 件

の立合調査をおこなった。北部構内ＢＧ36区ほかでおこなった立合調査では，北部構内各
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地点における包含層の堆積状況を確認したため，それらを次節で示す。

　それ以外にも， ５ 月23日から ６ 月 １ 日まで断続的におこなった本部構内ＡＹ29区におけ

る立合調査でも興味深い結果を得た（図版 １ －459）。基本的な層序としては，表土の下に

茶褐色土，そしてそのさらに下に黒褐色土の層が続く。 ５ 月29日におこなった南寄りの区

画では，古代以前の包含層である可能性のある黒褐色土の上面で，幅 ２ ｍ前後で，やや東

に振れる南北方向の流路を確認した。なお，流路は砂礫で埋められていた。

　 ３ 　北部構内ＢＧ36区ほかの立合調査

　 ５ 月 ９ 日から ６ 月 ６ 日にかけて，複数の地点において断続的な立合調査を実施した（図

版 １ －458）。それぞれの地点については，アルファベットで指示する（図 １ ）。なお，こ

の調査は昨年度報告の〔伊藤・冨井2018〕と一連の工事によるもので，調査地点も連続し

ている。成果を合わせて参照されたい。

　Ａ地点では西壁で，地下0.5ｍで灰褐色土を，0.7ｍで炭混じりの茶褐色土を，0.8ｍで礫

混じりの褐色砂質土を，1.0ｍで黄砂の土層を確認した。黄砂は礫混じりで精良さがなく，

色も暗い。流路の可能性がある。

　Ｂ地点では西壁で，地下0.6ｍで灰褐色土（暗褐色と灰褐色土でさらに ２ 層に細分でき

る可能性がある）を，0.9ｍで暗茶褐色土を，1.0ｍで褐色砂質土を，1.2ｍで黄砂の土層を

確認した。褐色砂質土からは土師器を採集しており，中世の包含層と考えられる。黄砂は

Ａ地点同様，礫混じりで精良でない。

　Ｃ地点の西壁では，地下1.0ｍで黒灰色砂質土層を確認した。時期は不明である。

　Ｄ地点の西壁では，地下0.7ｍで暗灰色砂質土を，0.9ｍで黒灰色砂質土を，1.1ｍで黄砂

を確認した。暗灰色砂質土と黒灰色砂質土はいずれも粗砂質である。ＢＥ29区の発掘調査

時の所見によれば，前者は室町時代，後者は平安時代の包含層の可能性がある〔岡田・吉

野1979　p.18〕。なお，西壁の南寄り，表土のコンクリート直下で野壺と思われる遺構の

断面を認めた。

　Ｅ地点の東壁では，地下0.4ｍで灰褐色土を，0.5ｍで褐色砂質土を，0.7ｍで黄砂を確認

した。また，黄砂を切る黒灰色砂質土の落ち込みを確認した。褐色砂質土と黒灰色砂質土

からは遺物が出土していないが，前者は中世の包含層，後者は弥生から古代にかけての包

含層と推定される。なお，これらの包含層は，北へ行くほどシルト質から粘質に変わる。

　Ｆ地点では南壁で，地下0.3ｍで粘質の灰褐色土を，0.5ｍで粗砂質茶褐色土を，0.7ｍで

北部構内ＢＧ36区ほかの立合調査
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黄色粗砂の土層を確認した。茶褐色土からは中世の土師器が出土した。茶褐色土下端の一

部では黒褐色土がある。

　Ｇ地点では南壁で，地下0.3ｍで灰褐色土を，0.4ｍで茶褐色粗砂質土を，0.5ｍで茶褐粗

砂質土を，0.6ｍで黄色粗砂を確認した。

　Ｆ地点とＧ地点の土層の観察から，東へ向かう程，黄砂が粗くなり小礫が混じること，

そして，レベルがあがることがわかる。

　Ｈ地点の東壁では，地下0.4ｍで灰褐色土を，0.6ｍで茶褐色土を，0.8ｍで黒色粘質土を

確認した。茶褐色土の下半分には鉄分が集積し，そこから土師器の細片が出土した。黒色

粘質土からは遺物を確認しなかったが，古代以前と推定される。

　Ｈ地点の北壁では，地下0.8ｍで褐色土が黒色粘質土を切って西に向かって落ち込む状

況を確認した。褐色土は土師器の細片を含む。褐色土の溝か段差と考えられる。

　以上に示したように，各地点での一連の立合調査により，北部構内における遺物包含層

の詳細な堆積状況を把握することができた。

2016年度京都大学構内遺跡調査の概要

図 1　調査地点の位置（1/4000）
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第 2 章　京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

冨井　眞　　内記　理

　 1 　調査の概要

　本調査区は，白川と高野川の複合扇状地に立地する。熊野神社の南南西100ｍ，鴨川の

東500ｍに位置し，白河街区跡に含まれる（図版 1 －435）。西は平安時代後期の白河北殿

の推定地で，本調査区付近には，中世には粟田宮など，幕末には阿波国徳島藩などの屋敷

があったとされる。ここに，京都大学熊野職員宿舎の改築工事が計画されたため，2014年

5 月に試掘をし，2015年 9 月28日～2016年 2 月12日に予定地全面の1876㎡を発掘した。

　周辺での既往の調査では，京都大学構内遺跡としては，西隣の49地点で平安後期の溝と

ともに多量の瓦類が出土し，約300ｍ北西の19地点では，平安後期の池や溝，中世の回廊

と思われる遺構も検出されている。また，西辺での京都市埋蔵文化財研究所による発掘で

は，平安後期の基壇や池が確認されている〔上村1983，吉崎1995，伊藤・網2011〕。

　発掘調査の結果，中世から近代の遺構を検出し，整理箱275箱の遺物が出土した。中世

の遺構は，井戸・土器溜・集石・溝などで，西南部の土坑からは鬼瓦を含め平安後期から

中世にかけての瓦が多数出土した。近世の遺構は，溝・井戸・野壺・路面・段差・集石な

どである。幕末頃の遺構には，大溝・井戸・段差・瓦溜・集石・土師器埋納遺構などがあ

るが，特筆すべきは，東北部で大溝の埋土中に構築されていた瓦積み遺構で，類例をみな

い遺構であることから2015年12月 6 日に現地説明会をおこなった。

図 2　調査地点の位置（左：1/5万，右：1/6000）
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京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

　 2 　層　　　位

　本調査区の現地形はおよそ平坦で，標高は46.5～46.8ｍをはかる。地層の断面観察はお

もに調査区南部の東西トレンチと西壁でおこなった（図版 5 ，図 3・4 ）。第 1 層の表土・

攪乱は，厚さ 1 ｍ以上に及ぶ。東部では，その直下に堆積岩粒の目立つ自然堆積層に達す

る部分がひろがるので，調査区全体で安定した遺物包含層を形成している面積は全体の半

分に満たない。第 1 層には，近代の陶磁器・レンガなどとともに，整形加工した花崗岩の

石造物が，とくに調査区東半に多量に含まれる。その中には，一抱え以上の大きさで直方

体を呈するものが数多く認められたほか，平坦面に半径 5 ㎝前後で半球状の凹みを有する

唐居敷のような個体もあった。東半の北縁では，近現代の建物の東端と思われる，一辺50

㎝程度の方形板状に整形された花崗岩の礎石が据えられた建物基礎坑列があったので，そ

図 ３　東西トレンチの層位　縮尺1/80
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の建造部材の可能性もあるが，詳細はわからない。また，東半の中央付近にある大きな方

形の攪乱からは，明治期のものを含む大量の陶磁器類が出土している。

　東壁際には，南北方向の溝の埋土として，漆喰や近世近代の陶磁器，さらには吸着炭素

分が被熱で失われたと思われる褐色がかった桟瓦などを多量に包含する明茶褐色土が堆積

する（第 2 層）。東南隅の2014年の試掘では近代の遺物はなかったが，今回の発掘で近代

陶磁器を包含することを確認したため，攪乱として掘り進めた。ただし第 2 層は，溝の埋

土として堆積範囲が限定されるので，念のために包含遺物の回収に努めた。そして，整理

作業で近代陶磁器をほとんど含まないことが判明し，南北溝は近代より前から機能してい

た可能性が高いと判断したので，第 6 章で幕末の遺構として説明する。

　調査区の東南部には，粒径 5 ㎜程度の粗砂を主体として拳大までの堆積岩などを含む淘

汰の悪い砂礫層が堆積する（第 3 層）。砂礫は詰まった状態ではなく空隙が目立ち，崩壊

層　　　　位

図 ３　つづき
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しやすい。遺物をほとんど含まないが，上下層の時期に照らせば，幕末頃の堆積である。

　第 4 層は黒灰色土で，調査区の中央から西部にかけては第 1 層の直下に10㎝前後の厚さ

で堆積しており，東南部では第 3 層の直下に薄く残存している。幕末までの陶磁器や瓦を

含み鈍い光沢のガラス片なども散見するが，レンガは認められない。Ｙ＝1915ラインあた

りには，高低差が50㎝を超える西落ちの段差があり，段差下では黒灰色土の厚さが60㎝を

超える部分もあった（図版 5 － 2 ）。

　この段差上部には，調査区の中央から東部では第 1 層の直下に第 4 層ないし自然堆積の

砂礫層（第 9 層）がひろがるが，西部では第 4 層の直下に暗灰色～灰褐色を呈し江戸時代

の遺物を含む砂質土が堆積している（第 5 層）。泥面子や灯明皿が出土するが端反りの磁

器椀を含まないので19世紀前葉までの地層である。そして，段差上では第 5 層の下位には，

第 5 層よりも分布域が段差近くまでさらに狭まって，黄灰褐色土が堆積する（第 6 層）。

拳大の礫が多く含まれるが，遺跡基盤層である第 9 層中のものより大きいので，それらの

石は意図的に持ち込まれたと判断できる。

　Ｙ＝1915ラインあたりの段差から東では，第 4 ・ 5 層の下位にひろがる第 9 層に掘り込

まれた遺構の埋土のうち，第 4 ・ 5 層とは異なる褐色がかった砂質土を第 7 層とした。近

世の遺物を含まない遺構埋土である。段差の際から段差下位平坦面にかけては，淡い褐色

を呈する粘質土が安定的に展開し，当初は第 7 層と対応させ茶褐色土として一括して掘削

していたが，段差上位の茶褐色土よりも色調が明るく粘質で，江戸時代の遺物を少量含む

図 ₄　調査区西壁の層位　縮尺1/80
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ことから，第 7 '層（茶褐色土Ⅱ）として段差上位の第 7 層（茶褐色土Ⅰ）とは区別する。

その段差下位では，第 7 '層の直下には，黄褐色を呈する粗砂を多く含みおもに灰色を呈

する粘質土が堆積する（第 8 層）。近世の遺物を含まず， 1 段撫で手法Ｆ類の土師器を含

むことから15～16世紀の堆積である。

　本調査区には古代以前の遺構や包含層は残存していない。第 8 層までの人間活動の基盤

層は自然堆積の下層砂礫層群（第 9 層）で，上面標高は，東北部で45.8ｍ前後，東南部で

45.6前後ｍ，西北部で44.7ｍ前後，西南部で45.0ｍ前後をはかる。上部は，おもに粒径 5

㎜程度の花崗岩と堆積岩の細粒が主体の砂層が分布するが（図版 5 － 3 ），西部では50㎜

大の礫も含まれる層が目立つ。西部には第 9 層中に層厚10㎝を超えるシルトの堆積が比較

的安定して認められるので（第 9 '層），それを挟んで上位の砂礫層を第 9 ａ層とし，下位

の砂礫層を第 9 ｂ層としている。第 9 ｂ層からは遺物が出土していないが，第 9 ａ層には，

遺物はあまり含まれないものの，堆積単位の中位で 5 ㎝四方程度の中世の擂鉢破片が出土

した（図版 5 － 4 ）。第 9 層は，礫種から高野川系流路の堆積物と判断している。

　調査区の北部や中央～東部では，第 9 '層のような安定的なシルト～粘土の細粒分の堆

積は面的にはあまりひろがらないので，第 9 層は細分できないが，広く厚く分布する上部

の粗砂層からは，おもに縄文時代の遺物が多数出土した。それでも，上面から約50㎝下位

になると，東西トレンチや深い攪乱などの断面でも，遺物を回収できなかった。そして，

拳大くらいまでの礫を含む礫層が主体となる。第 9 層は，自然堆積の砂礫層群として一括

りにしているが，東西の壁面や東西トレンチの断面観察で，数多くの堆積単位によって構

成されていることを確認している。したがって，遺物が多く出土する上部粗砂層も，面的

にはほぼ一様に見えても同時堆積ではなく，およそ西へ移動する河道の連続的な堆積とし

て捉えることができ，同様の堆積環境が継続していたことを示すものである。

　西壁では，Ｘ＝592あたりから南方にかけて，標高44.0ｍ前後で第 9 '層が層厚40㎝程度

堆積しており，上半は黄色みがかって下半は青みがかり最下部は紫灰色を呈する部分もあ

る。この第 9 '層最下部付近で，幾分赤みを帯びたような灰白色を呈して，周辺の紫がか

ったシルトよりは粒子が粗く感じられる堆積物を確認した（図版 5 － 5 ・ 6 ）。粒子は光

をよく反射するので，火山灰と思われる。このあたりの第 9 '層とその下位の第 9 ｂ層と

の層理面は，緩く北上がりに傾斜しており，直上の火山灰様の灰白色堆積物も，その層理

と平行するように緩く北上がりで堆積している。

層　　　　位
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　 3 　先史時代・古代の遺跡

　本調査区は平安時代後期の白河街区に含まれ，白河北殿比定地に隣接し，南西100ｍで

はその時期の基壇や溝が検出されていることから〔上村1983，伊藤・網2011〕，白河北殿

に関わる遺構の存在も期待されたが，中世より古い時代の遺構は確認し得なかった。しか

し，古代以前の遺物の出土量は多い。以下，先史時代と古代に分けてそれらを報告する。

　⑴ 先史時代の遺物（図版15，図 5 ～12）

　先史時代の遺物は，後世の遺構埋土や包含層に含まれるものもあるが，ほとんどは，第

9 層の砂層やシルト層から出土していて，いくぶん磨滅しているので，高野川系流路の影

響で移動して二次的に堆積したと思われる。内訳は，縄文時代前期から弥生時代に至る土

器片300点あまりと 4 点の剝片石器類だが，大半は後期までの縄文土器である。層位的な

出土ではないので，口縁部と底部と有文土器，そしておもだった無文土器胴部を抽出し，

有文土器については型式学的特徴に照らして記述する。なお，胎土に角閃石が多く含まれ

るものは，断面を灰色で表示した。

　Ⅰ 1 ～Ⅰ 3 は前期の土器。Ⅰ 1 はＣ字爪形文を施す北白川下層Ⅱ式で，Ⅰ 2 ・Ⅰ 3 は特

殊突帯文の北白川下層Ⅲ式。Ⅰ 4 ～Ⅰ19は中期。Ⅰ 4 ～Ⅰ14は，船元Ⅳ式・里木Ⅱ式で，

深浅縄文地文のⅠ 4 ・Ⅰ 8 ・Ⅰ10・Ⅰ11は船元Ⅳ式。撚糸地文のⅠ12・Ⅰ13は里木Ⅱ式。

半裁竹管で文様を描くのはⅠ 4 ～Ⅰ 9・Ⅰ12・Ⅰ13で，Ⅰ14の弧線は篦書きの沈線による。

Ⅰ15は神明式に類似する。Ⅰ16～Ⅰ19は中期末の北白川Ｃ式の深鉢。

　Ⅰ20～Ⅰ22・Ⅰ24～Ⅰ98は後期。Ⅰ20～Ⅰ22・Ⅰ24～Ⅰ53は有文土器の口縁部。Ⅰ24～

Ⅰ32は中津式で，Ⅰ33は福田ＫⅡ式新段階。Ⅰ20は縁帯文成立期で，Ⅰ34～Ⅰ36も同時期

だろう。外面が磨かれているⅠ37は，突起状の口縁部の一部と思われ，これも縁帯文成立

期と判断する。Ⅰ21・Ⅰ38～Ⅰ42は北白川上層式 1 期の口縁で，Ⅰ21・Ⅰ38・Ⅰ39・Ⅰ42

は縁帯文深鉢だがⅠ40・Ⅰ41は屈曲しない鉢形を呈すると思われる。Ⅰ22・Ⅰ43・Ⅰ44は

北白川上層式 2 期の口縁。Ⅰ22・Ⅰ44はバケツ形を呈する関東系の鉢で，Ⅰ44はそれに特

徴的な 8 字状の浮文と鎖状の隆帯を認め得る。Ⅰ45～Ⅰ48は北白川上層式 3 期の口縁で，

Ⅰ45・Ⅰ47は縁帯文深鉢だが，Ⅰ46は九州系の鉢で，Ⅰ48は口縁部が波状を呈する内湾口

縁深鉢だろう。Ⅰ49～Ⅰ52は縁帯部に縄文のみを施すもので，Ⅰ49は 1 期，Ⅰ50は 2 期，

Ⅰ51・Ⅰ52は 2 期～ 3 期の深鉢と思われる。Ⅰ53は 3 期の皿形土器で，口縁内面の磨消縄

文帯には赤色顔料が付着している。
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図 ５　縄文時代の遺物⑴（Ⅰ１～Ⅰ 3 前期，Ⅰ 4 ～Ⅰ19中期）　縮尺1/3



12

京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

　Ⅰ54～Ⅰ95は有文土器の胴部。Ⅰ54～Ⅰ56は中津式。Ⅰ57は縁帯文成立期の把手だろう

か。Ⅰ58～Ⅰ91は，いずれも北白川上層式の縁帯文土器の頸部から胴部下半にかけての破

片。Ⅰ58～Ⅰ67は頸部から肩部で，Ⅰ58～Ⅰ65は 1 期の深鉢。Ⅰ66は 2 期で，頸胴部の境

に沈線が巡り胴部は羽状縄文をもつ。Ⅰ67は，頸胴部の境の沈線内に刺突をもつので， 3

期でも新しい特徴を備えている。Ⅰ68～Ⅰ91は胴部下半の破片。Ⅰ68～Ⅰ85は沈線や櫛歯

状工具による施文で，Ⅰ86～Ⅰ91は縄文のみである。

図 ６　縄文時代の遺物⑵（Ⅰ20～Ⅰ22後期，Ⅰ23中後期）
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図 ７　縄文時代の遺物⑶（Ⅰ24～Ⅰ48後期）　縮尺1/3
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図 ８　縄文時代の遺物⑷（Ⅰ49～Ⅰ76後期）　縮尺1/3
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　Ⅰ92・Ⅰ93は，胴部に羽状縄文をもつ北白川上層式 2 期の鉢形土器。Ⅰ94・Ⅰ95も同時

期で，関東系のバケツ形有文土器の胴部上半。Ⅰ96・Ⅰ97は注口土器の胴部と思われ，Ⅰ

96の外面には赤色顔料が付着している。Ⅰ98は，北白川上層式におさまると思われる注口

土器の注口部。

　Ⅰ23・Ⅰ99～Ⅰ152は無文土器。Ⅰ99～Ⅰ132は口縁部で，Ⅰ23・Ⅰ133～Ⅰ152は胴部。

図 ９　縄文時代の遺物⑸（Ⅰ77～Ⅰ98後期）　縮尺1/3
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図１０　縄文時代の遺物⑹（Ⅰ99・Ⅰ100中後期，Ⅰ101～Ⅰ121後期）　縮尺1/3
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図１１　縄文時代の遺物⑺（Ⅰ122～Ⅰ132後期，Ⅰ133～Ⅰ147中後期）　縮尺1/3
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口縁部は，傾きと断面の特徴から，Ⅰ99・Ⅰ100は中期末に遡る可能性があるが，そのほ

かはいずれも後期のものと判断する。Ⅰ101・Ⅰ102は中津式で，Ⅰ103・Ⅰ104は縁帯文成

立期と思われる。Ⅰ105～Ⅰ111は北白川上層式で，Ⅰ105～Ⅰ108は 1 期ないし 2 期でⅠ

109～Ⅰ111は 3 期だろう。Ⅰ112～Ⅰ114も北白川上層式におさまると思われる。Ⅰ115～

Ⅰ118は口唇を面取りしており元住吉山式と判断する。Ⅰ119～Ⅰ132も，その時期の深鉢

と思われるが，Ⅰ119・Ⅰ124・Ⅰ131・Ⅰ132は鉢になるかも知れない。

　Ⅰ23・Ⅰ133～Ⅰ139は頸部から胴部にかけての変曲部で，Ⅰ140～Ⅰ149は胴部，そして

Ⅰ149～Ⅰ152は底部付近である。Ⅰ133は，晩期の篠原式の口縁部付近の可能性もあるが，

本調査区からは晩期の胴部に特徴的な外面を削り調整した破片が見られないことから，後

期と判断する。Ⅰ153～Ⅰ161の底部は，有文土器の底部の可能性はあるが，これら 9 点に

は縄文も条痕も沈線も認められない。また，凹底や尖底と判断できるものはない。いずれ

も中期末から後期中葉におさまるだろう。

図１2　縄文時代の遺物⑻（Ⅰ148～Ⅰ161中後期）　縮尺1/3
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　このほかに無文の胴部破片には，約150点の縄文土器と，数点の弥生土器と思われる胎

土がやや精良な破片が数点ある。大半を占める縄文土器については，外面調整は削りでは

なく条痕や撫でなので，多くは後期のものと思われる。そして，角閃石を多く含む胎土の

ものが 3 割ほどある。また， 4 点の剝片石器の内訳は，石匙未製品の可能性のある二次加

工を有するチャート剝片，凸レンズ状の形状で長さ 9 ㎝ほどのサヌカイト石核，そしてサ

ヌカイト剝片 2 点である。

　⑵ 古代の遺物（図版16，図13～15）

　今回の調査で，帰属時期が古代以前にさかのぼると明言できる遺構は検出されなかった。

ただし，調査区東北隅にあった近代の巨大な攪乱ＳＫ 1 （図16参照）からは10世紀～11世

紀にさかのぼる遺物がまとまった量出土しており，本調査区内に古代の遺構が存在してい

た可能性を指摘できる。また，調査区全体から，古代の遺物が多数出土している。後述す

るように，中世の落込などの遺構からは瓦をはじめとする平安時代後期にさかのぼる遺物

も出土した。そのため，今回中世のものとした遺構のいくつかは帰属時期が平安時代後期

にまでさかのぼる可能性がある。本項では，調査区内で出土した古代の遺物を紹介する。

なお，瓦類は中世のものとあわせて第 5 章で紹介する。

　Ⅰ162～Ⅰ196は土師器である。Ⅰ162・Ⅰ169・Ⅰ188・Ⅰ189・Ⅰ193・Ⅰ195を除いては，

すべて攪乱ＳＫ 1 から出土した。Ⅰ162は杯Ａの口縁部と考えられ，赤褐色を呈する。口

縁が内側に屈曲し，内面に暗文が施される。内面には，暗文上を引っ掻いたような傷が残

る。Ⅰ163～Ⅰ170は口縁が「て」字状になるＢ類の土師器皿である。Ⅰ163～Ⅰ168はＢ3類，

Ⅰ169・Ⅰ170はＢ4類に分類され，11世紀頃のものである。Ⅰ171～Ⅰ187は 2 段撫で手法

のＣ類の土師器皿で，Ⅰ171・Ⅰ172はＣ1類，Ⅰ173～Ⅰ180・Ⅰ187はＣ2類，Ⅰ181～Ⅰ

185はＣ3類に分類される。いずれも12世紀頃のものである。Ⅰ186は外面が 2 段撫でで調

整されるためＣ類に分類されるが，口縁上面に面取りがなされる点で特殊である。Ⅰ188

～Ⅰ192は甕の口縁部である。Ⅰ190～Ⅰ192の口縁は内湾する。Ⅰ189とⅠ191の外面には

煤が付着する。Ⅰ193は器種不明の高台部分である。Ⅰ194は底部と思われるが，器種はわ

からない。Ⅰ162と同様，赤褐色を呈し，外面が磨かれる。Ⅰ195・Ⅰ196は高杯の脚部で

ある。いずれも外面は面取りされる。

　Ⅰ197～Ⅰ228・Ⅰ244～Ⅰ248は須恵器。Ⅰ197～Ⅰ202は杯蓋。Ⅰ197は内面にかえりを

もち，外面天井部の宝珠形つまみは欠失する。陶邑編年のＴＫ217～ＴＫ48型式に比定され，

7 世紀頃のものである〔平安学園考古学クラブ編1966・大阪府立近つ飛鳥博物館編2006〕。
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図１３　古代の遺物⑴（Ⅰ162～Ⅰ196土師器）



先史時代・古代の遺跡
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図１₄　古代の遺物⑵（Ⅰ197～Ⅰ228須恵器）
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Ⅰ198～Ⅰ201の蓋は端部が下方に屈曲する。ＭＴ21型式とＴＫ 7 型式に相当し， 8 世紀頃

のもの。Ⅰ203～Ⅰ218は杯身。Ⅰ203～Ⅰ208が高台のない杯Ａで，Ⅰ209～Ⅰ214は高台を

もつ杯Ｂである〔奈文研編2010　p.397〕。Ⅰ215～Ⅰ218は口縁片で，高台の有無は不明。

Ⅰ203は低い立ちあがりをもつ。ＴＫ209やＴＫ217に比定され，7 世紀前半頃のものである。

ほかの杯身についてもＴＫ217以降に相当し， 7 ～ 8 世紀のものである。Ⅰ205の底面には

糸切り痕が残る。Ⅰ219も杯の脚部と思われるが，ほかより径が大きい。Ⅰ220は器種不明

の底部。体部外面に直径 7 ㎜の円形の小孔がうがたれるが，内面まで貫通しない。Ⅰ

図１５ 古代の遺物⑶（Ⅰ229黒色土器，Ⅰ230～Ⅰ234緑釉陶器，Ⅰ235～Ⅰ243灰釉陶器，Ⅰ244～Ⅰ
248須恵器）
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221・Ⅰ222は長頸壺の頸部。Ⅰ221の外面の一部には緑色の自然釉がかかる。Ⅰ223は小瓶

の底部で，底面に糸切り痕が残る。Ⅰ224も小瓶の底部と思われるが，底面の中心には焼

成前にうがたれた直径10㎜ほどの小孔がある。Ⅰ226・Ⅰ227は短頸壺の口縁部と思われる

が，いずれも口縁に切り込みが入る。Ⅰ228は鉢の口縁で，縁が面取りされる。Ⅰ244～Ⅰ

248は甕の口縁部。Ⅰ247のみ大型の甕で，その内外面には叩き具や叩きあて具の痕跡がわ

ずかながら認められる。

　Ⅰ229は黒色土器の甕。内面のみ炭素を吸着させて黒化処理されており，Ａ類に分類さ

れる〔奈文研編2010　p.406〕。また，内面にのみ撫で調整が施される。外面では口縁部と

体部の接着痕も確認される。Ⅰ230～Ⅰ234は緑釉陶器である。Ⅰ230・Ⅰ231は鉢の口縁，

Ⅰ232・Ⅰ233は高台である。Ⅰ234は円盤に転用されたものである。Ⅰ235～Ⅰ243は灰釉

陶器である。Ⅰ235・Ⅰ236には高台がないが，ほかにはある。Ⅰ235のみ皿で，残りは杯

身と考えられる。Ⅰ237の内面や口縁端部，Ⅰ240の内外面，Ⅰ239・Ⅰ241・Ⅰ242・Ⅰ243

の内面には緑色の自然釉がかかる。

　 4 　中世の遺跡

　本調査区では中世以降，遺構の存在を確認した（図16）。段差としては，Ｙ＝1915に東

から西へ落ちるものや，その段差の下で，Ｙ＝1910付近で西から東へ落ちるものと，Ｘ＝

590付近で北から南へ落ちるものを確認した。遺構は基本的に茶褐色の土を埋土とする。

ただし，Ｙ＝1915の段差付近では包含層の複雑な堆積状況が確認され，茶褐色の土の下の

黄褐色砂混灰色粘質土が中世遺構の埋土であった。中世の遺構は，土師器皿の様相から 3

期にわけられる。Ｄ類主体の中世 1 期（13世紀前半），Ｅ類主体の中世 2 期（13世紀後半

～14世紀），Ｆ類主体の中世 3 期（15・16世紀）である。遺物が出土していない遺構の年

代は特定できなかった。中世 1 期の遺構は，調査区の東北部から南部にひろがる。一方，

中世 2 期の遺構は南部に偏る。中世 3 期の遺構も西部に偏るが，東南部でも井戸が 1 基み

つかった。以下に各時期の遺構を示すが，断りのない限り埋土は茶褐色のものである。

　⑴ 中世 1 期の遺構

集石ＳＸ１６　　調査区の東北部にひろがる茶褐色土落込24（南北長5.0ｍ×東西長4.7ｍ）

を掘削すると，集石ＳＸ16が検出された（図版 6 － 1 ）。南北3.3ｍ，東西4.0ｍ，深さ1.1

ｍである。拳大から人頭大の石が多量に含まれる。出土した土師器皿はＤ類が主体であっ

た（図18も参照）。また，茶褐色土落込24の東で検出された土坑ＳＫ 4 （南北長4.0ｍ，深

中 世 の 遺 跡
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さ0.7ｍ）についても，出土土師器はＤ類が主体であった。

井戸ＳＥ ８　　東北部の北壁際，攪乱ＳＫ 1 の底で検出された井戸である（図版 6 － 2 ）。

底の方形の木枠がわずかに検出されたのみである。掘方は直径3.0ｍほどで，木枠の一辺

は1.0ｍほどである。Ｄ類を主体とする土師器が出土した。なお，ＳＥ 8 の上部構造を破

壊した攪乱ＳＫ 1 内からは，まとまった量のＢ類やＣ類の土師器皿がみつかった。この井

戸の周辺に平安時代後期にさかのぼる遺構が存在した可能性が高い。

瓦溜ＳＸ １　　南辺で検出された南北長1.0ｍの瓦溜である（図版 6 － 3 ・ 4 ）。深さは

0.2ｍほどである。拳大から人頭大の礫を含む。Ｃ類からＤ類の土師器皿が出土した。

図１６　中世の遺構　縮尺1/500
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円形土坑ＳＫ１３　　同じく南辺で検出された円形の遺構である。東西長は0.8ｍほどで，

深さは0.2ｍほどである。出土土師器皿はＤ類を主体とする。

集石ＳＫ１５　　南壁際で検出された集石である（図版 6 － 5 ・ 6 ）。直径は0.8ｍ以上あ

ったようだが，攪乱にかかっているため正確な大きさはわからない。深さは1.0ｍほどで

ある。出土した土師器皿はＤ類が主体である。

　集石ＳＸ１９　　西南部で検出された，1.0ｍ×1.3ｍ，深さ0.6ｍほどの集石である（図版

7 － 1 ・ 2 ）。軒丸瓦を含む中世の瓦のほか，Ｄ3類の土師器皿が出土した。

柱穴ＳＫ ５　　調査区西南部でみつかった南北長2.2ｍ，東西長1.3ｍの遺構である。深

さは0.8ｍある。人頭大ほどの大きさのある石が底に据えられた状態でみつかったため，

柱穴と判断した。土師器皿はＤ類を主体とする。

　⑵ 中世 2 期の遺構

　茶褐色土落込2０　　調査区西南部では，茶褐色の埋土をもつ 2 つの大きな落込が検出さ

れた。これはそのうちの 1 つで，3.5ｍ×5.5ｍある。深さは0.2ｍほど。中世の土師器が多

数出土した。土師器皿の主体はＥ類であり，Ｆ類は含まれない。

　土器溜ＳＸ１₄　　もう一方の茶褐色土落込21（3.5ｍ×5.5ｍ）を掘削すると，2.2ｍ×1.2

ｍの範囲で土師器皿の集積遺構が検出された（図版 7 － 3 ・ 4 ）。南東寄りの大きなかた

まりと，北西の小さなかたまりの 2 つにわけられる。茶褐色土落込21およびＳＸ14は全体

として白色系椀とＥ類の土師器皿を主体としており，Ｆ類は含まれない（図19も参照）。

　集石ＳＸ１１・ＳＸ１2　　調査区南辺で， 2 つの集石が確認された（図版 7 － 5 ・ 6 ・ 8

－ 1 ・ 2 ）。ＳＸ11の南北長は1.0ｍで，ＳＸ12は1.4×1.3ｍである。深さはそれぞれ，0.5

ｍと1.0ｍである。いずれも拳大から人頭大の礫を含む。土師器皿はＥ類を主体とする。

　不定形土坑ＳＫ１６　　調査区の西隅，後述のＳＸ17下層の掘削後に検出された平面形が

瓢箪形の土坑である。黄褐色砂混灰色粘質土を埋土とする。南北長は2.5ｍ，深さは0.5ｍ

ほどである。出土土師器皿にはＥ類が含まれ，Ｆ類は含まれない。

　⑶ 中世 3 期の遺構

　不定形土坑ＳＸ１７　　調査区の西壁際で，南北6.0ｍ，東西3.5ｍの大きな土坑を検出した。

遺構の底の一部では人頭大の礫や古代の瓦などが集中して出土した（図版 8 － 3 ～ 6 ）。

鬼瓦もここで 1 点出土した。集石を取り除くと，その周辺に黄褐色砂混灰色粘質土がひろ

がっていた。この集石下の層を下層として掘削した。すると，遺構の北辺から小穴が数点

現れた。検出面から下層底までの深さは0.5ｍあった。出土土師器は集石内でＦ類主体だが，

中 世 の 遺 跡
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集石下でＥ類一点のみであり，中世 2 期から使われた遺構の可能性も残る。

南北溝ＳＤ₄５　　ＳＸ17の東を南北方向にはしる溝が検出された（図版 9 － 1 ）。南北

は27ｍ以上伸び，南壁の先につづく。幅は最大で2.3ｍあり，検出面から底までの深さは

0.5ｍほどであった。Ｆ類の土師器皿が出土した。

　集石ＳＸ2０　　調査区西南隅で，黄褐色砂混灰色粘質土の掘削中にあらわれた集石であ

る（図版 9 － 2 ・ 3 ）。

東西長は1.8ｍあり，底

までの深さは0.1ｍほど

である。Ｆ類の土師器皿

のほか，中世軒丸瓦など

が出土した。

　不定形土坑ＳＸ１８

ＳＸ17の南東側で，黄褐

色砂混灰色粘質土を埋土

とする浅い不定形の遺構

が検出された。南北2.5

ｍ，東西2.3ｍ，深さ0.1

ｍほどである。遺物は出

土しなかったがＳＸ17な

どと同時期の遺構と判断

した。

　井戸ＳＥ ９　　東南部

で検出された堅固な石組

をもつ井戸である（図版

9 － 4 ・ 5 ，図17）。 掘

方は南北2.3ｍ×東西2.1

ｍで，石組の直径は1.3

ｍある。石組には人頭大

以上の礫が多く含まれ

る。残存する石組の深さ 図１７　井戸ＳＥ 9 　縮尺１/40
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は約2.0ｍである。標高43.8ｍから下は穴が縮小する。底部には直径0.5ｍほどの木桶があ

ったと想定される。出土土師器皿はＦ類が主体である。

　⑷ 時期不明の遺構

溝ＳＤ₄６・ＳＤ₄７　　調査区南辺において，南西から北東に延びる溝ＳＤ46（長さ3.1ｍ）

と，その延長線上に伸びた後に南東方向へ屈曲する溝ＳＤ47（長さ3.3ｍ），そして，その

先に続く小穴群を検出した（図版 9 － 6 ）。溝の幅は0.3ｍほどで，深さは0.3ｍある。一連

のものと思われるが，用途は不明である。遺物も出土しなかった。

　上記の遺構以外に，土師器皿片が出土した土坑ＳＰ180や，ＳＤ45と並行にはしる短い

溝ＳＤ44，複雑なひろがりをもつ土坑ＳＫ 8 などが検出されたため，平面図に位置を示す。

　⑸ 中世の遺物（図18～27）

　前節では中世の遺構を 3 期にわけたが，その時期の判断に用いたのは土師器皿であった。

ここでは，比較的まとまった量の土師器が出土したＳＸ16とＳＸ14およびそれらの上位で

検出された茶褐色土落込（21・24）について，口縁部計測法による土師器の割合の計測結

果を示す（図18・19）。一見して明らかなように，ＳＸ16（および茶褐色土落込24）では

Ｄ類の褐色系皿が主体であるのに対し，ＳＸ14（および茶褐色土落込21）では白色系椀や

Ｅ類の褐色系皿が主体となる。

　以下では，中世の各遺構から出土した遺物を紹介する。

ＳＸ１６出土遺物（Ⅰ249～Ⅰ261）　　Ⅰ249～Ⅰ260は土師器である。Ⅰ249～Ⅰ256は褐

色系の皿で，Ⅰ249がＣ3類であるほかはすべて 1 段撫で手法のＤ類に分類される。Ⅰ250

はＤ3類，Ⅰ251～Ⅰ254はＤ4類，Ⅰ255はＤ5類，Ⅰ256はＤ6類である。Ⅰ257～Ⅰ260は白

色系の椀。Ⅰ261は瓦器盤の口縁部。口縁端部が肥大する。

茶褐色土落込2₄出土遺物（Ⅰ262～Ⅰ267）　　Ⅰ262～Ⅰ267は土師器。Ⅰ262はＣ2類，

Ⅰ263～Ⅰ265はＤ4類，Ⅰ266はＤ5類の褐色系皿である。Ⅰ266の外面全体に煤がつく。Ⅰ

267は褐色系の受け皿である。

ＳＥ ８出土遺物（Ⅰ268・Ⅰ269）　　Ⅰ268とⅠ269は白色系の椀である。

茶褐色土落込2０出土遺物（Ⅰ270～Ⅰ295）　　Ⅰ270～Ⅰ291は土師器である。Ⅰ270～

Ⅰ288は白色系の椀。Ⅰ270～Ⅰ273は凹み底の小椀。Ⅰ273のみ，やや褐色を呈する。Ⅰ

274～Ⅰ288は大椀。Ⅰ289～Ⅰ291は褐色系の皿で，Ⅰ289・Ⅰ290はＥ１類，Ⅰ291はＥ3類。

Ⅰ292は陶器の高台。体部の内面と外面のほか，脚部の外面の一部にも釉がかかる。Ⅰ

293・Ⅰ294は砥石。Ⅰ293は黄橙色の，Ⅰ294は灰オリーブ色の粘板岩である。Ⅰ295は須

中 世 の 遺 跡
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図１８　出土土師器の計測結果（その 1 ）
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図１９　出土土師器の計測結果（その 2 ）
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図2０ ＳＸ16出土遺物（Ⅰ249～Ⅰ260土師器，Ⅰ261瓦器），茶褐色土落込24出土遺物（Ⅰ262～Ⅰ267
土師器），ＳＥ 8 出土遺物（Ⅰ268・Ⅰ269土師器）
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図2１　茶褐色土落込20出土遺物（Ⅰ270～Ⅰ291土師器，Ⅰ292陶器，Ⅰ293・Ⅰ294砥石，Ⅰ295須恵器）
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恵器の擂鉢で，口縁に断面三角形の玉縁がつく。内外面は横撫でにより調整される。

ＳＸ１₄出土遺物（Ⅰ296～Ⅰ341）　　Ⅰ296～Ⅰ341は土師器である。Ⅰ296～Ⅰ328は白

色系椀。Ⅰ296～Ⅰ324は凹み底の小椀で，Ⅰ299・Ⅰ308・Ⅰ310・Ⅰ320はわずかに褐色を

呈する。また，Ⅰ308の内面とⅠ310の外面には煤が付着する。Ⅰ325は中椀で，底がわず

かに凹む。Ⅰ326～Ⅰ328は大椀である。Ⅰ329～Ⅰ341は褐色系の皿。Ⅰ329のみＢ類の土

師器であるが，ほかは 1 段撫でのＥ類の土師器である。Ⅰ330～Ⅰ334はＥ1類，Ⅰ335・Ⅰ

336はＥ2類，Ⅰ337・Ⅰ338はＥ3類，Ⅰ339～Ⅰ341はＥ4類に分類される。

ＳＸ１2出土遺物（Ⅰ342～Ⅰ351）　　Ⅰ342～Ⅰ345は土師器で，すべて褐色系皿。Ⅰ

342がＤ4類であるほかは，Ⅰ343がＥ1類，Ⅰ344・Ⅰ345がＥ2類である。Ⅰ345の口縁部に

は煤が付着する。Ⅰ346・Ⅰ347は青磁の椀。Ⅰ348は陶器擂鉢の底部で，胎土は 7 ㎜大以

下の砂粒を多数含み，内面におろし目がない。Ⅰ349～Ⅰ351は瓦器。Ⅰ349は羽釜で，口

縁端部が面取りされ，内傾する。外面にのみ炭素が付着する。内面に刷毛目が残る。Ⅰ

350は平面形が方形の火鉢と考えられる。Ⅰ351は盤。口縁端部は膨らみ，内傾する。外面

に炭素が付着する。体部の外面には指圧痕が水平につづく。外面底部には，焼成前につい

たものと思われる籾殻の圧痕が残る。

ＳＸ１７出土遺物（Ⅰ352～Ⅰ391）　　Ⅰ352～Ⅰ354・Ⅰ356・Ⅰ357・Ⅰ372・Ⅰ376・Ⅰ

379・Ⅰ382・Ⅰ383・Ⅰ385・Ⅰ386・Ⅰ388～Ⅰ390は集石の下から出土し，ほかは集石に

ともなって出土した。Ⅰ352～Ⅰ356は白色系の土師器椀。Ⅰ352・Ⅰ353は中椀，Ⅰ354・

Ⅰ355は大椀，Ⅰ356は小椀である。Ⅰ357～Ⅰ371は褐色系皿。Ⅰ357・Ⅰ358がＥ類と考え

られ，ほかはＦ類に分類される。Ⅰ357はＥ1類，Ⅰ358はＥ2類，Ⅰ359～367はＦ2類，Ⅰ

368～Ⅰ370はＦ3類，Ⅰ371はＦ4類である。Ⅰ372～Ⅰ380は瓦器。Ⅰ372・Ⅰ373は羽釜で

ある。いずれも口縁の端面が凹むほか，内面に刷毛目が残る。また，Ⅰ372外面の口縁下

部に凹線がはしる。Ⅰ374は火鉢の口縁部と思われ，端部がわずかに内湾する。Ⅰ375・Ⅰ

376は菊花文のスタンプをもつ。花文と凹線の位置関係から，2 点は同一個体と考えられる。

1998年～1999年に吉田南構内の261地点でおこなわれた調査で出土した焜炉に類似する〔千

葉・阪口2005　Ⅰ760〕。Ⅰ377は鍋の一種であろうか。Ⅰ378・Ⅰ379は鍋。いずれも外面

に煤が付着し，内面に刷毛目が残る。Ⅰ380は盤の口縁部。Ⅰ381～Ⅰ383は須恵器鉢である。

Ⅰ382の口縁は膨らみ，玉縁状になる。Ⅰ384は灰釉系陶器である。体部外面の脚台周辺は

篦で削られる。Ⅰ385・Ⅰ386は青磁，Ⅰ387～Ⅰ389は白磁で，いずれも口縁部の小片であ

る。Ⅰ390・Ⅰ391は砥石。Ⅰ390は浅黄橙色を，Ⅰ391は黄褐色を呈する。上記の遺物のほ
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図22　ＳＸ14出土遺物（Ⅰ296～Ⅰ341土師器）
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図2３　ＳＸ12出土遺物（Ⅰ342～Ⅰ345土師器，Ⅰ346・Ⅰ347青磁，Ⅰ348陶器，Ⅰ349～Ⅰ351瓦器）
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図2₄ ＳＸ17出土遺物⑴（Ⅰ352～Ⅰ371土師器，Ⅰ372～Ⅰ380瓦器，Ⅰ381～Ⅰ383須恵器，Ⅰ384灰
釉系陶器，Ⅰ385・Ⅰ386青磁，Ⅰ387～Ⅰ389白磁）
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図2５ ＳＸ17出土遺物⑵（Ⅰ390・Ⅰ391砥石），ＳＥ 9 出土遺物（Ⅰ392・Ⅰ393土師器，Ⅰ394・Ⅰ
395施釉陶器，Ⅰ396陶器，Ⅰ397青磁，Ⅰ398～Ⅰ401瓦器）
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かに，集石下の掘削中に漆器の断片が出土した。保存状態は悪く，器種は不明である。

ＳＥ ９出土遺物（Ⅰ392～Ⅰ401）　　Ⅰ392はＳＥ 9 底の木桶内から，Ⅰ393～Ⅰ401は

石組内から出土した。Ⅰ392・Ⅰ393は褐色系土師器皿で，Ⅰ392はＦ1類，Ⅰ393はＦ4類に

分類される。Ⅰ394・Ⅰ395は施釉陶器椀で，Ⅰ394は畳付に釉が付着し，高台内には墨書

される。Ⅰ396は陶器壺，Ⅰ397は青磁椀である。Ⅰ398～Ⅰ401は瓦器。Ⅰ398は類例が乏

しいが，高杯の可能性がある。Ⅰ399～Ⅰ401は奈良火鉢で，Ⅰ399・Ⅰ401の体部外面の凸

帯間には唐草文が陰刻される。Ⅰ400は平面方形もしくは長方形の火鉢で，四隅に獣脚が

つく。底部には離れ砂が付着する。

ＳＤ₄５出土遺物（Ⅰ402～Ⅰ426）　　Ⅰ402～Ⅰ416は褐色系土師器の皿。Ⅰ402～Ⅰ404

は小椀で，Ⅰ402とⅠ403は底が凹む。Ⅰ405はＥ4類，Ⅰ406・Ⅰ407はＦ1類，Ⅰ408～Ⅰ

413はＦ2類，Ⅰ414～Ⅰ416はＦ3類であり，Ｆ類が主体を占める。Ⅰ417～Ⅰ422は瓦器。

Ⅰ417～Ⅰ419は羽釜で，いずれも内面に刷毛目が残る。Ⅰ420・Ⅰ421は鉢の口縁部。口縁

端部は作りつけられる。Ⅰ422は平面円形の火鉢の底部と思われる。Ⅰ423は須恵器の高台。

Ⅰ424は青磁の口縁部片で，Ⅰ425は白磁の底部である。Ⅰ426は青銅製品で，一方が巻き

返す。 2 ㎜ほどの小孔が 2 カ所にうがたれる。

　ＳＫ１６出土遺物（Ⅰ427～Ⅰ430）　　Ⅰ427・Ⅰ428は土師器。Ⅰ427は白色系の小椀で，

Ⅰ428はＥ2類の褐色系皿である。Ⅰ429は青磁の底部。Ⅰ430は須恵器擂鉢の，端部が玉縁

状に肥大する口縁部である。口縁端部外面に釉がかかる。

ＳＸ2０出土遺物（Ⅰ431～Ⅰ434）　　Ⅰ431～Ⅰ433は褐色系の土師器皿。Ⅰ431はＤ3類，

Ⅰ432はＥ4類，Ⅰ433はＦ3類に分類される。Ⅰ434は瓦器の羽釜である。内面で横方向の

刷毛目がわずかに確認される。

　ＳＫ ５出土遺物（Ⅰ435～Ⅰ439）　　いずれも褐色系の土師器皿。Ⅰ435はＢ3類，Ⅰ

436はＣ3類，Ⅰ437～Ⅰ439はＤ5類である。

　ＳＸ１１出土遺物（Ⅰ440～Ⅰ442）　　Ⅰ440・Ⅰ441は土師器。Ⅰ440は白色系椀で，Ⅰ

441はＥ1類の褐色系皿である。Ⅰ442は陶器擂鉢。

　ＳＸ１９出土遺物（Ⅰ443）　　Ⅰ443はＤ3類の褐色系皿である。

　ＳＸ １出土遺物（Ⅰ444～Ⅰ448）　　Ⅰ444～Ⅰ447は褐色系土師器皿。Ⅰ444はＢ4類，

Ⅰ445はＣ3類，Ⅰ446・Ⅰ447はＤ3類。Ⅰ448は須恵器の底部。底面に篦切り痕が残る。

　ＳＫ１３出土遺物（Ⅰ449～Ⅰ452）　　Ⅰ449～Ⅰ452は土師器。Ⅰ449～Ⅰ451は褐色系皿

で，Ⅰ452は白色系椀である。Ⅰ450はＤ3類，Ⅰ451はＤ5類に分類される。

中 世 の 遺 跡
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図2６ ＳＤ45出土遺物（Ⅰ402～Ⅰ416土師器，Ⅰ417～Ⅰ422瓦器，Ⅰ423須恵器，Ⅰ424青磁，Ⅰ425
白磁，Ⅰ426青銅製品）
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図2７ ＳＫ16出土遺物（Ⅰ427・Ⅰ428土師器，Ⅰ429青磁，Ⅰ430須恵器），ＳＸ20出土遺物（Ⅰ431～
Ⅰ433土師器，Ⅰ434瓦器），ＳＫ 5 出土遺物（Ⅰ435～Ⅰ439土師器），ＳＸ11出土遺物（Ⅰ
440・Ⅰ441土師器，Ⅰ442陶器），ＳＸ19出土遺物（Ⅰ443土師器），ＳＸ 1 出土遺物（Ⅰ444～
Ⅰ447土師器，Ⅰ448須恵器），ＳＫ13出土遺物（Ⅰ449～Ⅰ452土師器），ＳＫ15出土遺物（Ⅰ
453～Ⅰ461土師器，Ⅰ462・Ⅰ463瓦器，Ⅰ464青磁）
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ＳＫ１５出土遺物（Ⅰ453～Ⅰ464）　　Ⅰ453～Ⅰ461は土師器。Ⅰ453～Ⅰ460は褐色系の

皿で，Ⅰ461は器種不明である。Ⅰ453はＣ3類，Ⅰ454はＣ4類，Ⅰ455～Ⅰ457はＤ2類，Ⅰ

458はＤ4類，Ⅰ459・Ⅰ460はＤ5類のもの。Ⅰ462・Ⅰ463は瓦器。Ⅰ462は椀，Ⅰ463は皿

である。いずれも内面が磨かれる。Ⅰ464は青磁の口縁部片。

　 5 　古代・中世の瓦

　本調査区からは，まとまった量の瓦が出土した。それらの中には製作時期が古代にさか

のぼると考えられるものも含まれる。本章では，本調査区で出土した古代と中世の瓦を一

括して紹介する（図版17～24，図28～図38）。中世の遺構や包含層から出土したものにつ

いては出土地点も明記する。

鬼　　瓦（Ⅰ465・Ⅰ466）　　本調査区からは，古代のものと思われる鬼瓦が 2 点出土

した。Ⅰ465は中世 3 期の不定形土坑ＳＸ17の底に溜まっていた石や瓦に混じって出土し，

Ⅰ466は西南部の茶褐色土Ⅱの掘削中に出土した。 2 点ともに同じ意匠の鬼面文である。

周縁には珠文帯がめぐる。目・鼻・額が高く盛りあがる。類例として，兵庫県神出窯跡群

の堂ノ前支群から出土した 3 点の鬼瓦〔神戸市教委編2018　pp.225－28〕や，天沼俊一コ

レクションに含まれる出土地不明の鬼瓦の断片〔14研究会「王権とモニュメント」編2007

　図77－562〕があげられる。目・鼻・額が高く盛りあがり，周縁に珠文帯がめぐる点が

共通する。よって，産地は播磨であったと考えられる。ただし，相違点もあり，神出窯の

ものが額に髪の表現を細かく篦書きし，また鼻のつけ根を 3 段にわけるのに対し，本調査

区出土のものには細かな描写がない。本調査区出土例に歯の表現が認められない点も大き

な相違点としてあげられる。

　本例は笵を用いて型作りされたようだが，笵はへたっており，指紋が目立つ。裏面の上

部には縦 6 ㎝×横 9 ㎝×奥行 3 ㎝ほどのへこみがあり，そこに縦方向の橋がわたされてい

た。鬼瓦を固定する際に用いられたものであろう。また，Ⅰ465の裏面には藁の圧痕が残り，

表面がでこぼこであるのに対し，Ⅰ466に藁圧痕は残らず，平滑に調整され，布目がわず

かに認められる。焼成についてもⅠ466の方が良好である。文様は同じであるものの，製

作の過程に若干の違いがあったようである。

　平安時代後期までは型作りが主流であり，その後手捏ねによる整形が主流になったこと

から，本例は平安後期の型作りの終末期につくられたものと考えられる。なお，京都大学

の医学部構内の74地点でも以前に鬼瓦片が出土した〔京大埋文研1981ｂ　Ⅰ60〕。
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図2８　鬼瓦（Ⅰ465：ＳＸ17，Ⅰ466：近世包含層）
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軒 丸 瓦（Ⅰ467～Ⅰ511）　　Ⅰ467～Ⅰ485は蓮華文軒丸瓦である。Ⅰ467は花弁の外

形線が突線で描出される。花弁内に子葉などは表現されず，意匠は雑である。瓦当を接合

した痕跡が残る。胎土は灰黄色，表面は暗褐色を呈し，焼成は軟質。同文の瓦が，白河南

殿から出土している〔上村・堀内1981　図版34－ 7 〕。Ⅰ468は花弁の外形線が突線で，子

葉が稜をなす。また，花弁の外には圏線も突線で表現される。胎土は灰黄色，表面は暗灰

色を呈し，焼成は軟質。Ⅰ469は花弁が重弁となる。花弁の外縁の陰刻が間弁の代わりを

なす。外区に文様はない。胎土は暗灰色，表面は褐灰色を呈し，焼成は悪い。類似の軒丸

図2９　軒丸瓦⑴（Ⅰ467・Ⅰ472：排土，Ⅰ468・Ⅰ469・Ⅰ470・Ⅰ478・Ⅰ479・Ⅰ480・Ⅰ482：近世
包含層・遺構，Ⅰ471：ＳＸ12，Ⅰ473・Ⅰ475・Ⅰ476：黄褐色砂混灰色粘質土，Ⅰ477：ＳＫ 5 ，
Ⅰ481：茶褐色土落込21）
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瓦が吉田南構内の288地点で出土しており，それによれば単弁十弁蓮華文瓦となる〔伊藤

ほか2006　p.188・Ⅱ801〕。京都市左京区岩倉の南ノ庄田瓦窯跡出土瓦に同文のものがあり，

12世紀前半頃の瓦と考えられる〔平方・高1998　図版 3 －16，上原1978　第 5 図－ 3 〕。

Ⅰ470は摩滅により文様の詳細は不明であるが，五弁の蓮華文瓦であった可能性がある。

外区に珠文が残る。灰黄色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ471はＳＸ12から出土した複弁蓮華文

瓦である。灰色で，焼成は堅緻。播磨産の瓦と考えられる。Ⅰ472は単弁蓮華文瓦。花弁

は13弁あったと想定され，中房には 1 ＋ 6 の蓮子がある。外区に文様はない。瓦当裏面に

指押さえの痕跡が残る。焼成は堅緻で，播磨産の瓦と考えられる。Ⅰ473はＳＸ20の上面

で出土した複弁蓮華文軒丸瓦。複弁は八弁あったと考えられる。胎土は灰色，表面は暗灰

色を呈し，焼成は良い。Ⅰ474はＳＸ17から出土した複弁蓮華文軒丸瓦片である。灰黄色

を呈し，焼成は軟質。Ⅰ475～Ⅰ477は中房部である。Ⅰ475は 1 ＋ 7 の蓮子をもつ。焼成

は堅緻で灰色を呈する。Ⅰ476には 3 つの蓮子が残る。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，

焼成は軟質。Ⅰ477は 1 ＋ 4 の蓮子をもつ。胎土は灰白色，表面は暗灰色。焼成は悪い。

図３０ 軒丸瓦⑵（Ⅰ483：黄褐色砂混灰色粘質土，Ⅰ484：茶褐色土落込21下層，Ⅰ485：近世包含層・
遺構）
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Ⅰ478は中房から花弁にかけての部分と思われるが，摩滅により文様の詳細は不明。灰白

色を呈し，焼成は軟質である。

　Ⅰ479は宝相華文軒丸瓦である。外区には唐草文を施す。黄橙色を呈し，焼成は軟質で

ある。南ノ庄田瓦窯跡で同文の瓦がみつかっている〔平方・高1998　図版 3 －19〕。本部

構内ＡＴ21区の調査でみつかった類例は外区文様が一致しないが，やはり南ノ庄田窯で焼

かれたものと考えられる〔千葉・阪口2006　Ⅰ628・Ⅰ629，平方・高1998　図版 3 －

18〕。Ⅰ480は複弁のもので，複弁は 6 弁あったと考えられる。中房に蓮子は残らず，外区

に文様は施されない。胎土は灰黄色，表面は暗灰色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ481は茶褐色

土落込21で出土した複弁のもので，外区には珠文が施され，外面の一部には自然釉がかか

る。胎土は灰色を呈し，焼成は堅緻である。Ⅰ482の外区には珠文が密に施される。胎土

は橙色で，焼成は軟質である。Ⅰ483～Ⅰ485は中房に「卍」字を置く複弁八弁のもので，

外区にはいずれも珠文が施される。Ⅰ483のみ大型で直径が125㎜あり，Ⅰ484・Ⅰ485は直

径100㎜である。いずれも灰色を呈し，焼成は良い。類例が京都市右京区常盤仲ノ町集落

跡の瓦溜ＳＸ－ 8 から出土している。また，京都大学構内の238地点と428地点でもみつか

っている〔伊藤2000　Ⅰ438，伊藤ほか2017　Ⅱ507～Ⅱ512〕。中房に文字を置く同種の瓦が，

南都東大寺東塔跡（「嘉禄三年」（1227）銘の軒平瓦が共伴。）や京都建仁寺（建仁二年（1202）

造営開始）から出土していることから，13世紀前半頃につくられたものと推定されている

〔上原1995　pp.607－09〕。

　Ⅰ486～Ⅰ505は巴文軒丸瓦で，いずれも京都産の瓦と考えられる。Ⅰ486～Ⅰ499は外区

珠文帯をもたないもので，右回りの巴文を施すもの（Ⅰ486～Ⅰ495）と，左回りの巴文を

施すもの（Ⅰ496～Ⅰ499）にわけられる。Ⅰ486はＳＸ17から出土したもので，肉厚な巴

文をもつ。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ487はＳＤ45から出土した。

灰白色を呈し，焼成は軟質である。488はＳＸ20から出土した。胎土は灰黄色，表面は暗

灰色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ489・Ⅰ490は文様が浅く平面的である。Ⅰ489は灰白色を呈し，

焼成は軟質である。Ⅰ490は黒色を呈し，焼成は堅緻である。外面に自然釉がかかる。Ⅰ

491はＳＸ14の近くで出土した。灰色を呈し，焼成は良い。瓦当裏面には指圧痕が残る。

Ⅰ492はＳＸ19から出土した。胎土は灰色，表面は黒色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ493は摩滅

して文様がわからないが，巴文の可能性がある。灰白色を呈し，焼成は軟質である。Ⅰ

494はＳＸ12の下で出土した。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ495はＳ

Ｘ19から出土した。外面には縄叩き痕と篦記号が，内面には指圧痕が残る。灰色を呈し，
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図３１ 軒丸瓦⑶（Ⅰ486：ＳＸ17，Ⅰ487：ＳＤ45，Ⅰ488：ＳＸ20，Ⅰ489・Ⅰ490・Ⅰ491：近世包含
層・遺構，Ⅰ492・Ⅰ495：ＳＸ19，Ⅰ493：黄褐色砂混灰色粘質土，Ⅰ494：ＳＸ12）
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焼成は良い。Ⅰ496は上部が灰色であるが，ほかの部分が橙色となる。瓦当裏面に指圧痕

が残る。焼成は良い。Ⅰ497は灰色を呈し，焼成は良い。Ⅰ498はＳＸ17から出土した。施

文は浅く，面的である。瓦当部から丸瓦部が剥がれ，接合の痕跡がみえる。灰色を呈し，

焼成は堅緻である。Ⅰ499はＳＤ45から出土した。灰白色を呈し，焼成は悪い。瓦当文様

も摩滅し，ほとんど残らない。

　Ⅰ500～Ⅰ505は外区珠文帯をもつ巴文軒丸瓦である。Ⅰ500～Ⅰ503は右回りの巴文を，

Ⅰ504・Ⅰ505は左回りの巴文をもつ。Ⅰ500は内区と外区の間に太い圏線があり，外区の

珠文も大きく肉厚である。灰色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ501はＳＸ11から出土した。分厚

い外縁をもつ。外縁の外側で笵傷によるわずかな突起が確認される。灰色を呈し，焼成は

良い。丸瓦部が剥がれ落ちる。Ⅰ502は茶褐色土落込21から出土した。巴文の中心には 1

点の珠文をおく。吉田南構内の288地点出土の軒丸瓦に同じ文様のものがみられる〔伊藤

ほか2006　Ⅱ835〕。表面が暗灰色，胎土は灰色を呈し，焼成は悪い。瓦当部側面にのみ縄

目が，また，丸瓦部裏面には布目が残る。Ⅰ503はＳＥ 9 石組内から出土した。灰色を呈し，

焼成は悪い。「大覚寺御所跡」第Ⅱ期瓦群に，同文で同じサイズの瓦があり，13世紀中葉

から14世紀初頭頃の年代が与えられる〔上原1995　第１図ＤＫＭ14〕。Ⅰ504はＳＤ45から

出土した。かなり薄手で，瓦当裏面に指圧痕が残る。胎土は灰白色，表面は暗灰色を呈す

る。焼成は軟質である。Ⅰ505はＳＥ 9 の石組内から出土した。Ⅰ501と同様の厚みをもち，

瓦当文様も共通する。さらには，外縁の外側に笵傷による突起が残る。胎土や焼成も同様

である。同笵の瓦であろう。Ⅰ506～Ⅰ508は外区の珠文帯のみが残る軒丸瓦である。Ⅰ

506はＳＥ 9 の石組内から出土した。以下の共通点から，Ⅰ501とⅠ505と同じ笵でつくら

れたと思われる。外縁の厚み，外縁外側に残る突起，胎土である。Ⅰ507は胎土が灰色を

呈し，焼成は悪い。Ⅰ508は胎土が灰白色を，表面が暗灰色を呈し，焼成は軟質である。

薄手の瓦当部をもつ。

　Ⅰ509は放射状の文様をもつ軒丸瓦。中房の表現があり，蓮華文の一種であろう。外区

には珠文帯がある。同文の瓦が，京都大学北部構内の221地点と采女町から出土している〔千

葉1998　Ⅰ349，『平安京古瓦図録』（以下『平古』）45番〕。Ⅰ510は薄手の瓦当部。文様は

明確にはわからないが，内区は花弁とパルメット文を連ねたもののようだ。外区には文様

がない。黄橙色で，焼成は軟質である。Ⅰ511は，神出窯跡群宮ノ裏支郡出土品や，国立

歴史民俗博物館所蔵品に確認される梵字文の瓦ではないかと想像する〔神戸市教委編2018

　ＮＭ103・ＮＭ104，国立歴史民俗博物館編2006　548番〕。灰色で，焼成は堅緻である。



古代・中世の瓦

47

図３2 軒丸瓦⑷（Ⅰ496・Ⅰ497・Ⅰ500・Ⅰ507・1509・Ⅰ511：近世包含層・遺構，Ⅰ498：ＳＸ17，
Ⅰ499：ＳＤ45，Ⅰ501：ＳＸ 1 ，Ⅰ502：茶褐色土落込21，Ⅰ503・Ⅰ505・Ⅰ506：ＳＥ 9 ，Ⅰ
504・Ⅰ508：黄褐色砂混灰色粘質土）
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軒 平 瓦（Ⅰ512～Ⅰ562）　　Ⅰ512～Ⅰ526は唐草文軒平瓦である。Ⅰ512はＳＸ17か

ら出土した偏行唐草文軒平瓦である。同文の瓦が栗栖野瓦窯跡や法勝寺，京都大学吉田南

構内の288地点から出土している〔西田・梅原1934　図版14－ 6 ・21－ 1 ・ 4 ，木村ほか

1975　図21－18－ 1 ，伊藤ほか2006　Ⅱ856〕。平瓦の凸面側に瓦当部用の別粘土を貼り，

さらに顎部の粘土を貼りつける。瓦当部裏面には横方向に撫でた痕跡がみられる。また，

凹面には布目が残る。表面は灰色，胎土は灰白色を呈し，焼成は軟質である。中央官衙系

軒平瓦第Ⅲ期の12世紀前半頃の瓦である〔上原1978　p. 9 〕。Ⅰ513・Ⅰ514は栗栖野瓦窯

跡や尊勝寺で同文の瓦が知られる〔西田・梅原1934　図版21－ 3 ・ 5 ，杉山・岡田1961　

171Ｂ形式〕。Ⅰ513はＳＸ17の周辺から出土した。平瓦部の凹面には布目が残る。また，

凸面には 2 条の篦描き文が残る。表面は暗灰色，胎土は灰白色である。ただし，凸面側が

明褐色に変色する。焼成は良い。中央官衙系軒平瓦第Ⅳ期の12世紀中葉頃の瓦である〔上

原1978　pp. 9 －11〕。Ⅰ514はＳＤ45から出土した。平瓦部の凹面に布目が残り，凸面に

は指圧痕が残る。瓦当部の接合部から瓦当部裏面にかけては横撫でされる。表面が暗灰色，

胎土は灰白色であり，焼成は悪い。Ⅰ515は均整唐草文軒平瓦である。朝堂院跡から類似

の文様をもつ瓦が出土している〔『平古』479番〕。凹面は摩耗しておりどのような調整が

おこなわれたかわからない。顎部下端は横撫でされる。凸面は暗灰色を呈するが，ほかは

橙色に変色する。Ⅰ516はＳＥ 9 の石組内から出土した均整唐草文軒平瓦である。類似の

文様をもつものが，『平安京古瓦図録』に掲載され〔『平古』522番〕，また，京都大学でも

本部構内の90地点・医学部構内の248地点・吉田南構内の288地点などで出土しているが，

文様の細部は異なる〔五十川1983　Ⅰ44，五十川・伊東2000　Ⅲ123～Ⅲ125，伊藤ほか

2006　Ⅱ902〕。平瓦部の凹面にわずかに布目が残る。瓦当部裏面が窪む。凹面台の上で製

作されたのであろうか。表面は暗褐色，胎土は外側が灰白色，内側が灰色を呈する。Ⅰ

517は唐草文軒平瓦と思われる。文様が大きく突き出る。平瓦部の凹面に布目が残り，凸

面には指圧痕が残る。瓦当部との接合部には横撫でが施される。表面は暗灰色，胎土は灰

白色を呈し，焼成は良い。Ⅰ518においては，凸面の瓦当との接合部に横撫でが施される。

全体が橙色に変色し，瓦当文様面は赤みがかる。焼成は悪い。Ⅰ519においては，表面と

中心部が暗灰色を，内部が灰白色を呈する。栗栖野瓦窯跡から同文の瓦が出土している〔吉

村ほか編1993　瓦類83～86〕。Ⅰ520はＳＥ 9 の石組内から出土した。文様の上部に圏線が

はしる。平瓦部の凹面には布目が残り，凸面には指圧痕が残る。瓦当裏面は横撫でされる。

胎土は灰白色，表面は灰色を呈し，焼成は良い。Ⅰ521は唐草文軒平瓦と思われるが，文
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図３３ 軒平瓦⑴（Ⅰ512・Ⅰ513：ＳＸ17，Ⅰ514：ＳＤ45，Ⅰ515・Ⅰ517・Ⅰ518・Ⅰ519・Ⅰ521：近
世包含層・遺構，Ⅰ516・Ⅰ520：ＳＥ 9 ）
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様が浅いため不確かである。凸面に指圧痕が残る。また，瓦当裏面は横撫でされる。暗灰

色を呈し，焼成は軟質である。

　Ⅰ522とⅠ523は同文の均整唐草文軒平瓦である。Ⅰ522はＳＸ11から出土した。平瓦部

の凹面に指圧痕がみられ，また，凸面は横撫でされる。平瓦部を瓦当部で包み込んだ痕跡

が認められ，包み込み式ｂ技法による製作であることがわかる〔神戸市教委編2018　

p.247〕。青灰色を呈し，焼成は極めて堅緻である。類似する文様の瓦が法金剛院や兵庫県

高砂市魚橋瓦窯から出土しており，播磨系の軒平瓦である〔上原1978　第18図－ 5 ・ 6 〕。

Ⅰ523はＳＸ20から出土した。平瓦部の凹面には布目が残り，瓦当部との接合部は横撫で

される。また，凸面の接合部から下顎部にかけて横撫でされる。灰白色を呈し，焼成は軟

質である。Ⅰ524はＳＸ17から出土した。包み込みｂ技法による製作である。灰色を呈し，

一部に暗灰色の自然釉が付着する。焼成は堅緻である。Ⅰ525は黄褐色砂混灰色粘質土の

掘削中に出土した均整唐草文軒平瓦である。包み込みａ技法による製作である。同文と思

われる瓦が，兵庫県神戸市神出窯跡群堂ノ前支群から出土している〔神戸市教委編2018　

図77－ＮＨ308〕。凹面と凸面ともに瓦当部と平瓦部を接合するために横撫でされたようだ

が，凸面においては，横撫での前段階のものと思われる縦撫でも認められる。凹面側の瓦

当頂部には篦で削ったと思われる痕跡も残される。灰色を呈し，平瓦部には黒色の自然釉

がかかる。焼成は堅緻で，播磨系の瓦と考えられる。Ⅰ526は均整唐草文軒平瓦である。

唐草はそれぞれ独立する。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は良い。類似の文様を

持つ瓦が神戸市神出窯跡群釜ノ口支郡から出土しているが，唐草がつながっている点で大

きく異なる〔神戸市教委編2018　図55－ＮＨ213・214〕。

　Ⅰ527～Ⅰ530は連巴文軒平瓦である。Ⅰ527はＳＤ45から出土した。包み込みｂ技法に

よる製作である。凹・凸面ともに横撫でされる。青灰色を呈し，焼成は堅緻である。同文

の瓦が法金剛院で出土している〔上原1978　図19－14〕。Ⅰ528も包み込みｂ技法による。

平瓦部が残らないため，貼りつけの痕跡がわかりやすい。胎土は灰白色，表面は灰色を呈

する。Ⅰ529は茶褐色土落込21から出土した。包み込みｂ技法による製作である。凹面は

瓦当部と平瓦部の接合部が横撫でされる。瓦当裏面も横撫でされる。灰色を呈し，焼成は

堅緻である。Ⅰ530はＳＥ 9 石組内から出土した。包み込みｂ技法による製作である。平

瓦部の凹面には斜め方向の撫でや縦方向の撫でが，凹面から瓦当裏面にかけては横方向の

撫でが確認される。灰色を呈し，焼成は堅緻である。

　Ⅰ531～Ⅰ557は剣頭文軒平瓦である。Ⅰ531～Ⅰ533は瓦当面の中央に巴文をもつ。Ⅰ
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図３₄ 軒平瓦⑵（Ⅰ522：ＳＸ11：Ⅰ523：ＳＸ20，Ⅰ524：ＳＸ17，Ⅰ525：黄褐色砂混灰色粘質土，
Ⅰ526：近世包含層・遺構）
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531とⅠ532は同文で，やはり同文と思われるものが京都大学の病院構内の19地点で出土し

ている〔岡田1977　ＨＴ45〕。完成した段階の折り曲げ作りによる製作であり，中央官衙

系第Ⅴ期の，12世紀後半から13世紀初頭にかけての瓦である〔上原1978　pp.11－12〕。Ⅰ

531の平瓦部の凹面には布目が残り，その上に篦描きが施される。瓦当上部には斜めの面

が作られる。凸面には指圧痕が残り，頸部は曲げジワを消去するために横撫でされる。胎

土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は良い。Ⅰ532の頸部には曲げジワが残る。胎土は

灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は軟質である。Ⅰ533は茶褐色土落込21から出土した。

上述の 2 点と同文である。瓦当上部に斜めの面をもつ。瓦当裏面においては，頸部から顎

部にかけて横撫でされる。灰白色を呈し，焼成は悪い。

　Ⅰ534～Ⅰ539は，瓦当面の中央に花弁と思われる文様をもつ。Ⅰ534～Ⅰ537は 3 枚の花

弁をもつ。いずれも完成した段階の折り曲げ作りによる製作である。Ⅰ534は平瓦部凹面

に布目が残る。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ535の瓦当面には布目

が認められる。頸部は横撫でされ，曲げジワが消される。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈

する。Ⅰ536の平瓦部の凹面に布目が残り，瓦当上部にわずかに斜面が形成される。凸面

においては指圧痕が認められ，頸部には曲げジワが残る。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈

し，焼成は悪い。Ⅰ537の平瓦部の凹面には布目がわずかに残る。瓦当上部には斜面は形

成されない。凸面には指圧痕が残る。灰色を呈し，焼成は悪い。Ⅰ538は 6 枚の花弁をもつ。

完成した段階の折り曲げ作りによる製作である。頸部には曲げジワが残る。灰色を呈し，

焼成は良い。瓦当上部には斜面が認められる。Ⅰ539は 4 枚の花弁をもち，残存率が高い。

平瓦部の凹面には布目が残る。凸面には指圧痕が残り，頸部は横撫される。灰色を呈し，

焼成は良い。 8 枚の花弁をもつものが常磐仲ノ町集落跡の瓦溜ＳＸ－ 8 からみつかってお

り，13世紀前半頃の瓦と考えられる〔上原1995　p.608，第 4 図〕。

　Ⅰ540～Ⅰ553は各剣頭文内の筋が 1 条のもので，Ⅰ554は 2 条のもの，Ⅰ555～Ⅰ557は

3 条のものである。 1 条の筋をもつ剣頭文軒平瓦は中央官衙系軒平瓦第Ⅴ期から「大覚寺

御所跡」第Ⅱ期の瓦に認められるため，12世紀後半から14世紀初頭にかけてのものと考え

られる〔上原1978　第 4 図，上原1995　第 1 図，第 4 図〕。Ⅰ540は灰色を呈し，焼成は悪

い。Ⅰ541は瓦当上部に明瞭な斜面をもつ。平瓦部凹面には布目と篦書きが残る。凸面接

合部には曲げジワが残される。青灰色を呈し，焼成は堅緻である。Ⅰ542も瓦当上部に斜

面をもつ。摩滅が激しいが，平瓦部凹面に布目と篦書きが残される。凸面は頸部が横撫で

される。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は軟質である。Ⅰ543にも瓦当上部に斜
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図３５　軒平瓦⑶（Ⅰ527：ＳＤ45，Ⅰ528・Ⅰ531・Ⅰ532・Ⅰ534～Ⅰ539：近世包含層・遺構，Ⅰ
529・Ⅰ533：茶褐色土落込21，Ⅰ530：ＳＥ 9 ）
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面が残る。平瓦部凹面に布目が認められる。折り曲げ作りである。頸部に凹形台の痕跡が

残る。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は軟質である。Ⅰ544は平瓦部凹面のみな

らず，瓦当上部の斜面や瓦当面にまで布目が残る。胎土は灰色，表面は橙色を呈し，焼成

は良い。Ⅰ545は橙色を呈し，焼成は良い。Ⅰ546は瓦当上部の斜面をもたない。平瓦部凹

面には布目が残る。頸部には凹形台の痕跡が残る。橙色を呈し，焼成は良い。Ⅰ547は瓦

当の上部に斜面をもたない。平瓦部の凹面には布目が残る。折り曲げ作りで頸部に曲げジ

ワが残る。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は軟質である。Ⅰ548は黄褐色砂混灰

色粘質土から出土した。摩滅が激しいが，平瓦部の凹面にわずかに布目が認められる。ま

た，篦書きも残る。胎土は灰色，表面は暗灰色を呈し，焼成は軟質である。Ⅰ549はＳＸ

11から出土した。平瓦部の凹面には布目が残る。顎部は横撫でされる。頸部が瓦当側にへ

こむのは凹形台によるものだろうか。胎土は灰白色，表面は暗灰色を呈し，焼成は軟質で

ある。Ⅰ550はＳＸ20から出土した。凹面には布目がみられる。瓦当上部に斜面が形成さ

れる。胎土は灰色，表面は黒色を呈する。Ⅰ551はＳＥ 9 石組内から出土した。胎土は灰色，

表面は黄橙色を呈し，焼成は良い。Ⅰ552の平瓦部の凹面には布目がみられる。頸部には

曲げジワが残される。灰色を呈し，焼成は良い。Ⅰ553は瓦当上部の斜面にまで布目が認

められる。頸部には曲げジワが残る。灰色を呈し，焼成は良い。Ⅰ554はＳＸ20から出土

したもので，剣頭文内に 2 条の筋が入るものである。折り曲げ作りによるもので，頸部に

曲げジワが残る。胎土は灰色を，表面は暗灰色を呈する。焼成は軟質である。

　Ⅰ555～Ⅰ557は剣頭文内に 3 条の筋が入るものである。Ⅰ555は瓦当上部に明瞭な斜面

を形成する。平瓦部凹面には布目が残り，篦書きが施される。斜面の布目は篦で消される

が，瓦当文様面においては剣頭文内に布目が残される。頸部は横撫でされたようだ。胎土

は灰色を，表面は暗灰色を呈する。焼成は悪い。Ⅰ556も瓦当上部に斜面が形成される。

平瓦部の凹面にはわずかに布目が認められる。頸部には曲げジワが残る。胎土は灰色，表

面は暗灰色を呈し，焼成は軟質である。Ⅰ557は瓦当面と平瓦部の凹面に布目を残す。篦

で成形された斜面には布目は残らない。灰色を呈し，焼成は悪い。

　Ⅰ558はＳＸ12から出土した。特殊な平面形をしており，隅棟に接する箇所で用いられ

た軒平瓦と考えられる。文様は不明だが，唐草文様であったと想定される。凹面の布目は

撫でで消されたと思われる。凸面に篦書きが残る。胎土は灰色，表面は暗灰色で，焼成は

良い。Ⅰ559は文様面がほとんど残らないが，唐草文様であったと想定される。灰色を呈し，

焼成は堅緻である。Ⅰ560はＳＥ 9 の石組内から出土した。瓦当文様面には巴文を連ねるが，
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図３６　軒平瓦⑷（Ⅰ540～Ⅰ546・Ⅰ552・Ⅰ553：近世包含層・遺構，Ⅰ547：ＳＸ17，Ⅰ548：黄褐色
砂混灰色粘質土，Ⅰ549：ＳＸ11，Ⅰ550・Ⅰ554：ＳＸ20，Ⅰ551：ＳＥ 9 ）
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空白箇所がある。文様は非常に浅い。文様面の上下に圏線をまたいで外区をもつ。平瓦部

と瓦当部を別作りし，重厚なつくりである。平瓦部の凹面には布目が残る。凸面は縦方向

に篦で削られる。灰色を呈し，焼成は堅緻である。Ⅰ561は樹状の中心飾りをもつ厚手の

軒平瓦である。讃岐系の軒瓦であり，六勝寺で同文の瓦が確認されている〔上原1978　第

11図－ 4 ，梶川ほか1977　ＳＷＮ55〕。12世紀中葉頃のものと考えられる〔上原1978　

p.45〕。平瓦部凹面には布目の上に縄叩き痕が残される。また，平瓦部凸面から瓦当部裏

面にかけては縦撫でが，顎部には横撫でが施された。胎土は灰白色，表面は暗灰色で，焼

成は軟質である。Ⅰ562は文様不明の軒平瓦である。瓦当部の上面に切り込みが入る。瓦

当部裏面から顎部にかけて横撫でされる。青灰色を呈し，焼成は軟質である。

　刻印・記号文（図38）　　今回出土した古代・中世瓦にみられる刻印や記号文について，

ここでまとめて説明する。

　平瓦の中には，端部に刻印をもつ瓦が認められた。竹管状の工具で捺したと思われるも

のをＡ類，四葉の花文と思われるものをＢ類とした。Ａ類の刻印をもつものにはＳＥ 9 か

ら出土したものがある。Ｂ類の刻印をもつものにはＳＸ17出土のものがある。刻印以外に

も，平瓦の端部に箆記号をもつものもみつかっている。

　つづいて，篦記号を確認しよう。平瓦に施された箆記号には，

Ⅰ類　凹面にＸ字を描くもの

Ⅰ´類　凸面にＸ字を描くもの

Ⅱ類　凹面に細長いＸ字を描くもの

Ⅲ類　凸面に直線と曲線を並べ，Ｄ字を描くもの

Ⅳ類　凹面に不規則に線を描くもの

が確認された。Ⅰ´類はＳＥ 9 で出土したもの，Ⅱ類はＳＸ11で出土したもの，Ⅲ類はＳ

Ｘ12で出土したもの，Ⅳ類はＳＸ17から出土したものにみられた。

　一方で，丸瓦に施された箆記号には，

Ⅰ類　凸面にＸ字を描くもの

Ⅱ類　凸面に細長いＸ字を描くもの

Ⅲ類　凸面にＤ字を描くもの

Ⅳ類　凸面に曲線を並べるもの

がみられた。Ⅱ類はＳＸ17から出土した瓦の中に，また，Ⅲ類はＳＸ12やＳＥ 9 から出土

したものにみられた。
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図３７ 軒平瓦⑸（Ⅰ555～Ⅰ557・Ⅰ559・Ⅰ561・Ⅰ562：近世包含層・遺構，Ⅰ558：ＳＸ12，Ⅰ560
：ＳＥ 9 ）
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図３８　古代・中世瓦の刻印・記号文　縮尺1/2
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　 6 　近世の遺跡

　近世の遺跡は，おもに第 5 層（灰褐色土）を埋土として幕末より古い近世 1 期と，おも

に第 4 層（黒灰色土）を埋土とする幕末頃の近世 2 期に分けられる。

　⑴ 近世 1 期の遺構（図版10・11，図39・40）

　近世 1 期の遺構は基本的に灰褐色土を埋土とするが，段差の存在により複雑な堆積状況

を示す調査区西部の一部では黄灰褐色土や，砂の混ざった茶褐色の土などを埋土とするも

のもある。遺構検出面の標高は東へ行くほど高く，西へ行くほど低い。Ｙ＝1940付近やＹ

＝1915付近の 2 箇所では，東から西へ落ちる灰褐色土の段差が認められた。近世 1 期の遺

構としては，溝・井戸・野壺・路面・集石・小穴などがある。

南北溝ＳＤ₄３　　中世 3 期の南北溝ＳＤ45の上位に存在した南北溝である。段差付近で

南北方向にひろがる黄灰褐色土層の下で検出された。茶褐色の土と淡色の砂の混ざり合っ

た土を埋土とする。東から西に向かって落ちる段差の下にある溝であるため，東肩は西肩

より高い。南北長は31.7ｍあり，調査区北壁や南壁の先につづく。幅は最大で2.6ｍほどで，

深さは0.5ｍほどある。溝から近世陶磁器の小片が出土している点と，溝の東西肩にあた

る茶褐色土Ⅱから近世陶器片が出土したことから，茶褐色の土を埋土に含む溝ではあるも

のの，近世の遺構と判断した。ただし，遺物の大半は中世のものであり，上記の陶磁器片

が混入品である可能性も残る。ひとまずここでは近世の早い時期まで使われた遺構として

報告しておく。

集石ＳＸ１５　　黄灰褐色土層の下で，灰色の砂に埋まった状態で検出された，南北1.5ｍ・

東西0.8ｍ・深さ0.3ｍの集石である。擂鉢，温石，染付，塩壺などの近世の陶磁器片が出

土した。出土遺物から18世紀前葉頃の遺構と考えられる。

井戸ＳＥ １　　調査区の西南部で表土・攪乱の除去時に検出された井戸である。灰褐色

土を埋土とする。掘削中に植物の根が円形を描くようにひろがる状況を確認した。元来の

円形木枠の形を反映していると考えられる。底からは大きな石や近世瓦片がみつかった。

直径は2.0ｍで，深さは2.6ｍであった。瓦のほかには，近世磁器片や伏見人形が出土した。

伏見人形の出土から，18世紀中葉頃に使われた井戸であったと考えられる。

集石ＳＸ１３　　黄灰褐色土の掘削中に検出された集石である。断続的に，南北26.8ｍに

わたって伸びる。東西幅は一定でないが，最大で1.4ｍほどある。近世の陶磁器が出土した。

伏見人形が出土したことから，18世紀中葉頃の遺構と判断した。

近 世 の 遺 跡
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集石ＳＫ１１　　調査区南部の砂層下より，茶褐色土と砂の混ざった土を埋土とする方形

（南北1.0ｍ，東西1.1ｍ）の集石が検出された。石だけでなく瓦も含まれる。砂の割合の

多い上層と，茶褐色土の割合の多い下層にわけて掘削をおこなった。深さは0.6ｍあった。

出土した遺物の中には中世の土師器（Ｅ類）が含まれていたが，集石中に近世陶器などが

混じっていた点と，下層から伏見人形が出土した点から，この遺構も近世のものと判断し

た。集石ＳＸ13と同時期の，18世紀中葉頃のものと考えられる。

南北溝ＳＤ３３　　調査区の中央から南方へはしる南北溝が検出された。幅は4.7ｍあり，

検出された長さは15.6ｍある。深さは0.3ｍほどである。溝の底からは小穴も検出された。

図３９　近世 1 期の遺構　縮尺1/500
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陶磁器や土師器のほか，硯や青銅製金具，伏見人形が出土した。灯明皿が含まれることか

ら，18世紀後半頃まで使われたと考えられる。

井戸ＳＥ ５・野壺ＳＥ ６　　調査区東部の攪乱の底で，井戸と野壺が検出された（図40）。

　ＳＥ 5 の掘方の直径は1.7ｍほどで，井戸の穴の直径は0.7ｍほどである。深さは検出面

より2.5ｍほどある。底の直径は68㎝であった。底では黄色の砂が検出された。その上に，

高さ45㎝，幅10㎝，厚み0.5㎝の木板を円形にならべ，円形木枠とする。その上に 8 ㎝ほ

どの空隙をあけて，長さ20㎝ほどの礫を立てて並べる。その上に1.5ｍほどにわたって，

大小の礫を積む。

　掘方の埋土は 3 層にわけられ，上層，中層，下層と呼ぶ。いずれも灰褐色土を埋土とす

るが，上層と下層は10㎝以下の礫を含むのに対し，中層は砂礫が主体であった。

　切り合い関係から，野壺ＳＥ 6 は井戸ＳＥ 5 の完成後に作成されたことがわかる。直径

1.8ｍ，残存する深さ0.7ｍの野壺である。興味深い点は，野壺使用の過程で 2 回にわたっ

て漆喰の貼り直しがおこなわれた点である。最初に，薄い灰褐色土の土層の上に漆喰の野

壺が作成された。その後，野壺の中には灰褐色土が10㎝ほど堆積したが，その上に漆喰の

床が貼り直された。その後しばらく使用されたが，より黒みの強い土が18㎝ほど堆積した

段階で，再び漆喰の貼り直しがおこなわれた。この際には底だけでなく，壁面にも漆喰が

貼りつけられた。野壺の底を丸底にするために，壁面近くには砂も加えられた。 1 回目の

漆喰貼り直し床面下の埋土を下層， 2 回目貼り直し床面下の埋土を上層と呼ぶ。

　ＳＥ 5 から出土した遺物に燈明皿が含まれることから，井戸と野壺は19世紀前半頃に使

われていたものと考えられる。徳島藩邸の土地となる以前，同地が田畑であった時代に使

用されたものであろう。

　路面ＳＦ １　　集石ＳＸ13の上位には黄褐色土層が認められた。その上の一部では砂層

を挟んで，南北方向に伸びる硬化面が確認された。東から西へ落ちる段差の上場に位置し，

路面と判断した。とくに硬化の激しい上層と，大きめの砂礫が混じる下層の 2 層にわけて

掘削した。掘削中に泥メンコが出土したため，19世紀に入ってからの遺構である。

　以上のほかにも，調査区全体で灰褐色土を埋土とする土坑や溝が検出された（ＳＫ 2 ・

ＳＫ 6 ・ＳＫ 7 ・ＳＫ14・ＳＤ30・ＳＤ 7 ・ＳＤ31・ＳＤ49など）。ＳＫ 2 からは近世陶

器の擂鉢片が，ＳＫ 6 からは近世の磁器片が，ＳＫ 7 からは近世の磁器片と土師器片が出

土しているが，詳細な時期の特定はできなかった。平面図にはそれらの遺構の位置を示す。

近 世 の 遺 跡
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図₄０　井戸ＳＥ 5 ・野壺ＳＥ 6 　縮尺1/40
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　⑵ 近世 2 期の遺構（図版 2 ～ 4 ・12～14，図41～67，表 1 ）

　第 2 期の遺構は，黒灰色土（第 4 層）を埋土とする大溝・段差・土師器埋納遺構・井戸・

瓦溜・集石・小穴と，明茶褐色土（第 2 層）を埋土とする東部の南北溝である。

段　　差　　Ｙ＝1915ラインあたりとＹ＝1940ラインあたりには，南北方向にはしる西

落ちの段差がある（図版 3 － 1 ）。東側に位置する段差（東段差）は，法肩が削平されて

いるものの，残りのよいところでは30㎝前後の高低差を認め得る。法尻には段差ラインに

並行して幅30㎝前後の浅い溝がはしる部分もある。法肩の標高は，北辺で45.9ｍ，南辺で

45.7ｍをはかる。低位側の平坦面は，標高が北部は45.6ｍ，南部は45.5ｍで，南部には東

近 世 の 遺 跡

図₄１　近世 2 期の遺構　縮尺1/500
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西方向の小穴列を 5 ｍ間隔で認め得る。

　西側の段差（西段差）は，段差上位にも黒灰色土が残存しており，その掘削後に検出し

た（図版 4 － 2 ）。東段差よりも軸が西に振れるが，両者は層位的には同時期である。法

肩の標高は，調査区の南北でほぼ同様に45.2ｍ，低位側の平坦面の標高は，南辺で44.7ｍ

をはかる。Ｘ＝596ラインあたりでは，おそらく法面に接続する，西方にのびる南落ちの

段差（南北段差）もあり，法肩の標高は，44.9ｍをはかる。南北段差は，南側に約20㎝落ち，

法尻は溝をともなわず西段差の下位の平坦面の北縁を画すことになる。西段差は，南北段

差以南では，法肩から法尻までの高低差が50㎝を超えるが，法尻は近現代の配水管路によ

る攪乱があり，東段差のようにそこに並走する溝があったかはわからない。

埋納遺構　　東部の北辺で検出したＳＸ 9 は，土師器胞衣壺の埋納遺構（図版12－ 1 ・

2 ）。掘り込みの上部は不明だが，器体を露出しながら周辺の包含層を掘削した後には，

掘り込みの下部を確認し得た。第 9 層の砂礫層に達している底面は，標高45.7ｍ。蓋は割

れて器体内に落ち込んでいた。蓋の破片を外すと，底部に墨が収められていた。胞衣壺に

墨を収めるのは，出産が男子だった場合とも考えられている〔川口1989〕。

　ＳＸ 8 は，東部の北辺で検出した土師器小皿の埋納遺構で，包含層掘削時に遺物の出土

によって確認できた（図版12－ 3 ）。この遺構の東部から東南部にかけては，近現代の建

物礎石を据えた土坑に切られている。およそ同程度の法量の皿を，サイコロの 5 の目のよ

うに配置しており，東南部と中央部は合わせ口の状態だったが，そのほかの西南部・西北

部・東北部は一枚のみが正位で出土している。このうち，東北部と東南部の 3 点以外の 4

点は完存していた。また，中央部の 2 枚にはともに墨書が見られ，どちらも器体中央の梵

字は上位が北を向いていた。掘り込みの上部は不明だが，土師器群全体を露出しながら周

辺の包含層を掘削した後には，掘り込みの下部が第 9 層に達しているのを確認でき，底面

の標高は45.7ｍをはかる。地鎮に関わる遺構と判断している。

　ＳＰ35は，中央南辺で検出した一辺20㎝ほどの方形小土坑。検出時は，周辺に多数ある

畑作にともなう杭穴と同様の形状・埋土だったが，出土した土師器を洗浄・接合すると，

完形土器 2 点でともに梵字などの墨書があることがわかった。検出面の標高は45.4ｍ。底

面は，第 9 層に達しており，標高は45.3ｍをはかる。長岡宮跡で検出された明治 4 年（1871）

の地鎮祭祀にともなうとされる埋納遺構でもよく似た墨書土師器の組合せがあることから

〔山口2003〕，ＳＰ35も同質の土師器埋納遺構と判断する。

　西段差の法尻に近いＸ＝578付近の段差下では，攪乱除去後に墓石の底部が逆位に収ま
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った直径30㎝ほどの小土坑ＳＰ36を検出した（図版12－ 4 ）。意図的な埋納だろう。底面

は茶褐色土Ⅱに達し，その標高は44.5ｍ。土坑上部は攪乱を被るが，埋土が黒灰色土で逆

位の出土なので，墓石の割れは埋納以前である。割れ面を含め全体に摩滅し，墓碑は一部

判読しづらいが「…長十四年／…定門／…十二月十六日」と読める。慶長14年（1609）に

死去した男性のものだが，摩滅の進行に照らせば，埋納時期はかなり後だろう。

　このほか，東部の北辺，後述する大溝ＳＤ 2 の埋土中で，ＳＤ 2 北壁と瓦積み遺構ＳＸ

6 の西縁部北面との空間で見つかった胞衣壺ＳＸ 5 は，単独で正位で出土した（図版12－

5 ）。底部の標高は45.2ｍ。現地説明会では埋納遺構と解釈していたが，堀方は検出し得ず，

下位の層準まで達していなかった上，ＳＸ 6 側となる器体の東側を欠損していることから，

埋納されていた可能性は低いと思われる。

井戸ＳＥ ７　　東壁際の北部で検出した井筒が漆喰の井戸。上部が攪乱を受けている。

井筒の確認後に壁が崩落し，掘削を断念した。本調査区内には，井筒が漆喰の井戸はこの

ほかに 2 基あるが，ともに井筒や裏込めからレンガが出土する近代のものである。

井戸ＳＥ１０　　南部中央の素掘りの井戸。底面で桟瓦片が10数点出土したがそのほかに

は遺物がほとんど出土していない。壁面にシルトなどの細粒物の安定した堆積層が認めら

れないことから，掘削をしたものの使用化に至らなかったと思われる。

瓦溜ＳＸ ３　　東部中央付近にある不整形の土坑で，黒灰色土の埋土中に多量の瓦を含

むが，東側は後述する南北溝に切られる（図版12－ 6 ）。底面付近ではおもに，東半には

拳大の礫が分布し，西半には桟瓦片が分布する。出土遺物は整理箱 4 箱分で桟瓦片が大半

を占める。東接する南北溝の埋土からは炭素分の吸着がみられない瓦が大量に出土したの

とは対照的に，ＳＸ 3 出土の瓦はいずれも燻された状態のものである。瓦以外の遺物は，

ほとんどが細片だが，幕末と限定できる時期の遺物はみられなかった。

集石ＳＸ１０　　南部中央で検出された散漫な集石で，遺物もほとんど出土していない。

黒灰色土中にはこのほかに集石はほとんど見られない。

大溝ＳＤ 2　　東部の北辺を東西方向にはしり，検出面で最大幅3.8ｍ・最深で90㎝以

上をはかる大溝で（図版13・14，図42・43），急角度で立ち上がる。検出面の標高は，

45.6ｍをはかる部分もあるが，東段差と交わるあたりでは，攪乱によって，東段差の想定

される法尻の標高よりも低い45.3ｍほどなので，両者の切り合い関係は確認できない。し

かし，東段差は近世 1 期にはさかのぼり得るので，ＳＤ 2 は，段差より後に掘削されたと

判断できる。幕末頃の陶磁器類を多量に含みガラス片も含むが，レンガは含まない。埋土

近 世 の 遺 跡
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はおよそ 3 層に分かれ（図43），上半は黒灰色～黒褐色の砂質土，下半は暗灰色～灰褐色

の砂質土，そして最下部は，部分的に粒径 3 ㎜程度までの砂層をシート状ないしブロック

状に介在する黒褐色粘質土である。しかし，掘削時には上半と下半の分離が困難だったの

で，堆積層のほぼ中央で便宜的に分離して掘り下げた。

　埋土の上半では，東側に瓦破片集中部ＳＸ 7 を，西側に瓦積み遺構ＳＸ 6 を，それぞれ

北壁側で検出している（図42）。東側は，溝底から数十㎝上位のところで北壁が北側に40

㎝ほど拡幅されている（図版13－ 3 ）。ＳＸ 6 のある西側の北壁は，底面近くまで攪乱が

及んでおり，壁面の立ち上がりラインからは拡幅があったか捉えられない。埋土上半・下

半の砂質土には，人頭大までの花崗岩を散見できたほか，この遺構周辺には堆積の見られ

ない黄褐色を呈するシルト～粘土の拳大くらいまでのブロックも目立ち，とくに後述する

ＳＸ 6 の南側は，遺物量が少ない反面，その粘土塊の密度が著しく高かった（図版13－ 1 ）。

埋土最下部の上面では，腐朽した板材が数点出土したほか，東半の南壁付近のＹ＝1950ラ

インあたりで完形の土師器小皿が80㎝ほどの範囲から 3 個体出土した（図版13－ 2 ）。

図₄2　大溝ＳＤ 2 　縮尺1/250
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図₄３　ＳＤ 2 の層位　縮尺1/40
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　埋土下半の砂質土の掘削中に，南壁の立ち上がり際に腐朽しかけた直径10㎝未満の杭を

幾本か検出した。そして，最下部の粘質土上面のレベルまで掘り下げると，腐朽したもの

も含め，杭列として南北の両壁際でともにおよそ50㎝でほぼ等間隔に並ぶことが判明した

（図版13－ 2 ・ 3 ，14－ 2 ）。粘質土の除去後には，杭を中心に直径20㎝ほどの掘り方が，

隣り合う杭の掘り方と溝状に連なる状況を確認できた（同13－ 4 ）。これらの杭は，基本

的に直立しているが，北側の杭列では，ＳＸ 6 の直下に，杭の腐朽ないし抜き取りででき

た空隙が北側に傾斜するものがあった（図56の写真「畔下Ｄ」）。なお，ＳＸ 6 の北側は，

壁が北へ少し張り出しているが，その壁際に杭列はなかった。

　ＳＤ 2 埋土はこのようにおよそ 3 層に分かれるが，最下部はおよそ水平に堆積している

のに対して，下半および上半は，ＳＸ 6 ・ 7 の南側では北下がりに堆積している。また，

下半と上半との間でも，上半と下半にまたがるＳＸ 6 とＳＸ 7 の間でも，瓦や陶磁器など

にかなりの数の接合関係も認められる。こうした状況から，埋土上半・下半の砂質土は短

時間のうちにおもに南側から人為的に埋め立てられたものと判断している。

南 北 溝　　東壁際で，急角度で立ち上がり，残存する最大深度が1.5ｍをはかる深い

溝を確認した（図版14－ 6 ，図44）。幅は，確認面で1.5～2.0ｍ，底面で1.3ｍ前後をはかる。

南は調査区外へと続くが，北はＸ＝600あたりで，幅をひろげながら，東西両側面よりは

やや緩いとはいえ急角度で立ち上がり，ＳＤ 2 の南壁とほとんど接している。埋土は，本

調査区では他に堆積の認められない明茶褐色土（第 2 層）が主体的で，漆喰や陶磁器，さ

らには被熱したと思われる吸着炭素分が失われたような桟瓦を多量に包含するが，レンガ

はともなわない。埋土には西下がりの単位を認め得るので，おもに東側から短時間に，お

図₄₄　南北溝の層位　縮尺1/80
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そらく人為的に埋積されたと思われる。陶磁器には近代のものがわずかにしか見られない

ことから，掘削は近世 2 期に遡り得る遺構として捉えている。

瓦積み遺構ＳＸ ６　　大溝ＳＤ 2 の埋土下半から上半にかけて構築された瓦積み遺構

で，検出面はＳＤ 2 のもっとも残りのよい上面標高よりも下位なので，旧地表下に構築さ

れていたことは明らかである。ＳＤ 2 の上面検出前は，後に瓦積みと判明する部分の上部

の瓦が東西方向に列状にわずかに顔を出す程度だったが（図版 4 － 1 ），溝の埋土を瓦の

集中部を残しながら掘り下げていくと，残存幅5.6ｍ，奥行0.7～1.1ｍ，残存高0.4～0.5ｍの

瓦の密集部が露見した（巻首図版・図版 2 ）。このうち，西端から約 4 ｍ程度は，瓦 1 枚

分に相当する0.3～0.4ｍの奥行きで北向きに面をそろえ意匠を意識して，瓦を隙間なく積

み上げており（図版13－ 5 ），その上面の標高は45.6ｍをはかる。整然と積まれた瓦には

多様な形態のものが含まれるが，北面は個々の瓦も全体の立ち上がりもわずかに上向きに

なっている（図43の中央畔）。その南側は，おもに桟瓦の破片が陶磁器の破片とともに裏

込めのように充満され，その充満部よりも南側は，遺物の密度が急激に低くなるとともに

粘土塊を高密度に含むようになる（図版13－ 1 ・ 6 ，14－ 3 ）。

　検出した瓦積み上面が構築当初の状況そのままをとどめていたとは思えないが，裏込め

状の瓦がまとまって出土し始めたのは，ＳＤ 2 の埋土を10㎝ほど掘り下げた後だったので，

上部もほとんど削平されていないだろう。また，北向きの面を正面とすれば左側面に相当

する東端では，深い攪乱のわずかに西側で（図45），東を向く軒平瓦（東 1 ）と軒丸瓦（東

7 ）に上下を挟まれるように完形の丸瓦が東西方向に長軸をとって揃えて重ねられていた

ことから，それらの軒瓦の瓦当面が東面だったと判断できる。ただし，東面の上面の標高

は北面の上面の標高と同程度だが，東面で整然と積まれている瓦は，北面ほどの重なりは

なく，丸瓦の 2 列 3 ～ 4 段分であり，また，東面と北面とは連接していない。

　西端については，瓦積みの西縁が攪乱を被っており，東面と同様に西面を意識した作り

があったかはわからないが（図版12－ 5 ，13－ 6 ），Ｙ＝1940付近，軒丸瓦当を中心にし

て両側に鰭瓦を配置し花弁断面を意識したような部分を（図版14－ 4 ），瓦積みの中央に

見立てるならば，瓦積み本体の残存部西縁が当初からほぼ西端だったと思われる。

　掘削の際には，畔を目安に東から順に，東面，北，エリア 3 ，中央畔，エリア 2 ，エリ

ア 1 とブロック分けし（図版 2 ），それぞれのまとまりで記録写真を撮りながら瓦を取り

上げた（図45～67）。とくに，各ブロックのうちで整然と積み上げられた部分では，据え

置かれた瓦やその周辺の瓦，さらには介在する大型の陶磁器片に個別の出土記録番号を与

近 世 の 遺 跡
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図₄５　ＳＸ 6 「東面」の瓦積み遺物取り上げ
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図₄６　ＳＸ 6 「北」の瓦積み遺物取り上げ⑴
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図₄７　ＳＸ 6 「北」の瓦積み遺物取り上げ⑵
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図₄８　ＳＸ 6 「北」の瓦積み下層の遺物取り上げ
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図₄９　ＳＸ 6 「エリア 3 」の瓦積み遺物取り上げ⑴
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図５０　ＳＸ 6 「エリア 3 」の瓦積み遺物取り上げ⑵
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図５１　ＳＸ 6 「エリア 3 」の瓦積み遺物取り上げ⑶
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図５2　ＳＸ 6 「エリア 3 」の瓦積みとその下層の遺物取り上げ
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図５３　ＳＸ 6 「畔」の瓦積み遺物取り上げ⑴
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図５₄　ＳＸ 6 「畔」の瓦積み遺物取り上げ⑵
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えている。これによって，意図的に積まれた瓦一つ一つについて，出土した位置や向き，

ほかの瓦との位置関係を，発掘後にも検討できる。これらの出土瓦のうち，特徴的な接合

関係のあるものや遺存度の高いものの多くを，表 1 に示した。

　瓦は，裏込めも含めて，南北溝に多く見られたような褐色を呈し被熱したと思われるも

のはほとんどない。種別を見ると，裏込めには桟瓦の破片が多いが，意図的に並べ置かれ

た瓦積みの瓦には，多種多様な瓦があり，屋根に葺かれていたままと思われる完形品も多

い。全体的には，桟瓦片が主体なものの丸瓦の比率は低くない。また，丸瓦や桟瓦でも法

量は均一ではなく，棟瓦の形態も一様でない上，鬼瓦も多様で一対になるものはない。

　北面を意識したエリア 1 ～ 3 の瓦の積み上げは，いずれのブロックも，桟瓦や丸瓦の一

図５５　ＳＸ 6 「畔」の瓦積み遺物取り上げ⑶
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枚分を奥行きの基本とし，瓦の凸面が天を向くように案配している。しかし，瓦の組成は

東西で異なる。東側のエリア 3 から畔にかけては，棟端瓦がほとんどなく，基盤の埋め戻

し土（図43の中央畔第 5 層）の上に丸瓦や軒桟瓦などを最下から重ねていき上部には棟瓦

を多用するのに対し，西側のエリア 2 からエリア 1 にかけては，埋め戻し土に瓦片を高密

度に混ぜた基盤に大型の棟端瓦を配置してからその上に丸瓦や桟瓦を重ねていく（図版 2 ，

13－ 5 ）。瓦積みの基底のレベルは，エリア 1 ・ 2 が畔・エリア 3 よりわずかに高い。

　瓦の一連の積み上げを見ると，瓦と瓦の間は，砂質土が入ることが多いが，空洞の場合

もある。様々な形態の瓦どうしの空隙には，適切な形状の破片をあてがったり（例えば，

エリア 1 －94），丸瓦や桟瓦の間でもしばしば小石を噛ませたりして，安定を図っている。

ただし，おもに標高45.4ｍ前後から下位では，瓦を取り上げたときに，直下の瓦との隙間に，

砂粒をほとんど含まない泥土が乾いた状態で詰まっていることがたびたびあり（例えば，

図46の写真 6 ），泥土は乾燥による収縮でひび割れていることが多かった。

　積み上げた瓦には，鬼瓦や鰭瓦のような棟端瓦，軒瓦など，屋瓦として機能するときの

正面観を反映する装飾部・瓦当をもつものも多く配置されるが， 2 点の完形の鰭瓦は瓦正

面が南を向き， 5 点ある鬼瓦の瓦正面は土中で天ないし南を向くので（図版14－ 1 ・ 4 ），

近 世 の 遺 跡

図５６　ＳＸ 6 「畔」の瓦積み下層の遺物取り上げ
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図５７　ＳＸ 6 「エリア 2 」の瓦積み遺物取り上げ⑴
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図５８　ＳＸ 6 「エリア 2 」の瓦積み遺物取り上げ⑵
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図５９　ＳＸ 6 「エリア 2 」の瓦積み遺物取り上げ⑶
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図６０　ＳＸ 6 「エリア 2 」の瓦積み裏込めの遺物取り上げ⑴
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図６１　ＳＸ 6 「エリア 2 」の瓦積み裏込めの遺物取り上げ⑵
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図６2　ＳＸ 6 「エリア 2 」の瓦積み裏込めの遺物取り上げ⑶
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図６３　ＳＸ 6 「エリア 2 」の瓦積み下層の遺物取り上げ
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図６₄　ＳＸ 6 「エリア 1 」の瓦積み遺物取り上げ⑴
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図６５　ＳＸ 6 「エリア 1 」の瓦積み遺物取り上げ⑵
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図６６　ＳＸ 6 「エリア 1 」の瓦積み遺物取り上げ⑶
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図６７　ＳＸ 6 「エリア 1 」の瓦積みとその下層の遺物取り上げ
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番 号1 ） 種 別 接合する破片の出土記録番号と取り上げエリアの単位2 ） 3 ）

SX6-1 軒桟瓦 北110，北111，北119，東畔裏，北下
SX6-2 軒桟瓦 北62，東畔裏，北下
SX6-3 軒桟瓦又は軒平瓦 北77，北51，東畔裏
SX6-4 軒桟瓦 北48，北52，北93，北105，北108，北下
SX6-5 軒桟瓦 北55，2598，2599東畔裏，北下
SX６-６ 軒桟瓦 北47，北99，3下，北下
SX６-７ 軒桟瓦 北67，北74，北104，エリア3下B-13，北下F-6，北下，東畔裏
SX6-8 軒桟瓦又は軒平瓦 北80，北86，北75，北107，北124，エリア3下B，エリア3下B-10
SX6-9 軒桟瓦又は軒平瓦 北31，北42
SX6-10 軒桟瓦又は軒平瓦 北103，北下F-2，エリア3下B-16
SX6-11 軒桟瓦 北25，北38，北88，北81，北50，北76，北40，北126，北下C-13
SX6-12 桟瓦 北27，北41，北下D-18，北下D，3下
SX6-13 軒桟瓦 北32，北34，北下F-5，3下
SX6-14 軒桟瓦 北58，北84，北85，北100，エリア3下D-5，北下E-5，3下，2裏
SX6-15 桟瓦又は平瓦 北69，3下，北下
SX6-16 桟瓦又は平瓦 北96，北下
SX6-17 桟瓦又は平瓦 北61，3下，東
SX6-18a 軒桟瓦 北24，北39，3下，北下，東畔裏，東
SX6-18b 桟瓦 北59，北79，北下F-4，北下
SX6-19 桟瓦 北9，北18，北下B-19，北下
SX6-20 桟瓦 北66，北70，北73，北98，北125，北下
SX6-21 桟瓦 北7，東11，東畔裏
SX6-22 桟瓦又は平瓦 北89，北95，東畔裏
SX6-23 平瓦 北13，北下AB-25，北下B-18，東裏
SX6-24 丸瓦 北16，北下
SX6-25 三角冠瓦 北1，北5
SX6-26 角桟伏間瓦 北2，北下
SX6-27 軒桟瓦 北94，北121，北下A-1
SX6-28 丸瓦 北15，北下
SX6-29 軒平瓦 北下，東畔裏
SX6-30 軒桟瓦 東畔裏，東
SX6-31 桟瓦 エリア3-29，エリア3-52
SX6-32 桟瓦 エリア3-76，畔下A-9
SX6-33 車袖瓦（左） エリア3-20
SX6-34 桟瓦 エリア3-31
SX６-３５ 桟瓦 エリア3-32
SX6-36 桟瓦 エリア3-61，エリア3下B，3下，3裏
SX6-37 桟瓦 エリア3-81，畔38
SX6-38 桟瓦又は平瓦 エリア3-6，3
SX6-39 桟瓦 エリア3-47，3
SX6-40 桟瓦 エリア3-44，エリア3-50，3裏
SX6-41 桟瓦 エリア3-65
SX6-42 桟瓦 畔28，畔31，3裏
SX6-43 平瓦 エリア3-72，エリア3-77，エリア3-79
SX6-44 片切平瓦 エリア3-2，エリア3-3
SX6-45 袖瓦（右） エリア3-60，2669
SX6-46 熨斗付丸瓦 エリア3-38
SX6-47 熨斗付丸瓦 エリア3-24
SX6-48 平瓦 エリア3-82，畔39，畔42
SX6-49 角瓦（右） エリア3-42，3
SX6-50 切落入隅塀瓦 エリア3-49，3裏
SX6-51 角桟切落塀瓦 エリア3-37
SX6-52 熨斗付丸瓦 エリア3-46，畔11
SX6-53 谷筋違（右）か エリア3-56，畔23

表 １　ＳＸ 6 出土瓦の種類と出土位置
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番 号1 ） 種 別 接合する破片の出土記録番号と取り上げエリアの単位2 ） 3 ）

SX6-54 隅瓦の切隅（右） エリア3-33，3，3裏
SX6-55 角桟切落塀瓦 エリア3-69，畔35
SX6-56 角桟伏間瓦 エリア3-57
SX6-57 角桟伏間瓦 エリア3-22，エリア3-23
SX6-58 軒丸瓦 エリア3-11
SX6-59 丸瓦 エリア3-9，3裏
SX6-60 丸瓦 エリア3-15
SX6-61 丸瓦 エリア3-73
SX6-62 丸瓦 エリア3-68
SX6-63 軒丸瓦 エリア3-25，エリア3下A-1，3裏
SX6-64 袖丸瓦（右） エリア3-59
SX6-65 軒丸瓦 エリア3-62
SX6-66 丸瓦 エリア3-14，北外
SX6-67 丸瓦 エリア3-16，エリア3-17
SX6-68 丸瓦（玉縁なし） エリア3-71
SX6-69 丸瓦 エリア3-1
SX6-70 丸瓦 エリア3-4
SX6-71 丸瓦 エリア3-12
SX6-72 丸瓦 エリア3-19
SX6-73 丸瓦 エリア3-21
SX6-74 丸瓦 エリア3-74
SX6-75 丸瓦 エリア3-83
SX6-76 熨斗瓦 エリア3-51，2裏
SX6-77 軒丸瓦（玉縁なし） エリア3-67，3裏
SX6-78 小巴軒桟瓦 3裏
SX6-79 丸瓦 エリア3-10，エリア3-28，3裏
SX６-８０ 角瓦（右） エリア3-70
SX6-81 谷口（右） エリア3-75
SX６-８2 切落出隅塀瓦 エリア3-45
SX6-83 軒平瓦 エリア3-80
SX6-84 桟瓦 エリア3-43，3
SX６-８５ 棟込瓦（松皮菱） エリア3-41
SX6-86 桟瓦 畔36，畔37
SX6-87 桟瓦 畔12
SX6-88 桟瓦 畔13
SX6-89 桟瓦 畔16
SX6-90 桟瓦 畔29
SX6-91 桟瓦 畔34
SX6-92 桟瓦 畔21
SX6-93 桟瓦 エリア2-69=畔19
SX6-94 桟瓦 畔6，畔9，畔14，2，畔
SX6-95 丸瓦 畔2
SX6-96 丸瓦 エリア2-0，エリア2-5，畔4
SX6-97 丸瓦 畔5
SX6-98 軒平瓦 畔7
SX６-９９ 車袖瓦（右） 畔24
SX6-100 小巴軒桟瓦 エリア2-48，畔15，畔18，2裏，畔裏
SX6-101 軒桟瓦 畔33
SX６-１０2 軒平瓦 畔22
SX６-１０３ 軒桟瓦 畔43
SX６-１０₄ 小巴軒桟瓦 畔32
SX6-105 切落出隅塀瓦 畔44，エリア2裏O-6，畔下A-1，畔下A-2，畔下A-4，エリア2下U下-6，北外
SX6-106 角桟切落塀瓦 畔26
SX6-107 小巴軒桟瓦 3裏

表 １　つづき
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番 号1 ） 種 別 接合する破片の出土記録番号と取り上げエリアの単位2 ） 3 ）

SX6-108 熨斗付丸瓦 エリア2-68=畔17
SX6-109 丸桟二重箱冠瓦 畔27
SX6-110 桟瓦 エリア2-17
SX6-111 桟瓦 エリア2-74，西端
SX6-112 桟瓦 エリア2-21，畔裏
SX6-113 桟瓦 エリア2-13，エリア2-14，北
SX6-114 平瓦 エリア2-82，エリア2裏G-1，2裏，SX7
SX6-115 桟瓦又は平瓦 エリア1-110，エリア2-38，1裏
SX6-116 桟瓦又は平瓦 エリア2-20，エリア2-46
SX6-117 桟瓦又は平瓦 エリア2-64，エリア2裏E-1，2裏
SX6-118 桟瓦又は平瓦 エリア2-56，エリア2-57
SX6-119 桟瓦 エリア2-60，2裏，畔裏
SX6-120 桟瓦 エリア2-6，エリア2-10
SX6-121 桟瓦又は平瓦 エリア2-15，2
SX6-122 桟瓦又は平瓦 エリア2-23.エリア2-28
SX6-123 小巴軒桟瓦 エリア2-49，エリア1下S-8，エリア1下S-12，北外
SX6-124 桟瓦又は平瓦 エリア2-65，2，2裏
SX6-125 桟瓦 エリア1-78，エリア2-24，1裏
SX6-126 小巴軒桟瓦 2裏
SX6-127 小巴軒桟瓦 エリア1-73，エリア2下R-7，2下
SX6-128 桟瓦又は平瓦 エリア2-83，エリア2裏P-9，エリア2裏P-17，SX7，2裏，1･2下
SX6-129 切隅（右）巴 2裏
SX6-130 角瓦（左）か エリア2-75，エリア2-79，エリア2裏K-6
SX6-131 袖瓦（左） エリア2-11，2，2裏
SX6-132 平瓦 エリア2-76，エリア2裏J，エリア2裏J-11
SX6-133 平瓦 エリア2-16
SX6-134 平瓦 エリア2-43，エリア2裏A-1
SX6-135 平瓦 エリア2-84，2
SX6-136 割熨斗瓦 エリア2-2
SX6-137 平瓦 エリア2-72，エリア2裏Q-7，2裏，1裏
SX6-138 平瓦 エリア2-59，エリア2-80，エリア2裏D-15，2，2裏，畔裏，SX7
SX6-139 角桟伏間瓦 エリア2-40，エリア2-73
SX6-140 軒平瓦 エリア2-0（w），2
SX6-141 袖瓦（右） エリア2-58，エリア2-63
SX6-142 熨斗付丸瓦 エリア2-47
SX6-143 軒平瓦 エリア2-45，エリア2-52，2
SX6-144 丸瓦 エリア2-41
SX6-145 丸瓦 エリア2-7，北外
SX6-146 丸瓦 エリア2-44
SX6-147 丸瓦 エリア2-42
SX6-148 丸瓦 エリア2-9
SX6-149 丸瓦 エリア2-30
SX6-150 軒丸瓦 エリア2-51
SX6-151 丸瓦（玉縁なし） 2裏，1裏
SX6-152 軒丸瓦 2裏，1裏
SX6-153 軒丸瓦 2裏，1裏，西端
SX6-154 袖丸瓦（左） エリア2-25
SX6-155 丸瓦 エリア2-50
SX6-156 袖丸瓦（左） エリア2-22
SX6-157 桟瓦 エリア2-81，エリア2下R-10，北下C-9，2，SX7
SX6-158 古巴軒桟瓦 2裏，3裏
SX6-159 桟瓦 エリア2-4，2
SX6-160 桟瓦 エリア2-12
SX6-161 桟瓦 エリア2-29

表 １　つづき
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番 号1 ） 種 別 接合する破片の出土記録番号と取り上げエリアの単位2 ） 3 ）

SX6-162 桟瓦 エリア2-26
SX6-163 桟瓦 エリア2-1
SX6-164 桟瓦 エリア1-75，2裏
SX6-165 桟瓦 エリア1-71，2裏
SX6-166 桟瓦 エリア1-102，1下，西端
SX6-167 平瓦 エリア1-100，エリア1-104，2下，1裏
SX6-168 平瓦 エリア1-48
SX6-169 平瓦 エリア1-1，エリア1-3，エリア1-7，1裏
SX6-170 桟瓦 エリア1-62，エリア1-63，エリア1-74
SX6-171 桟瓦又は平瓦 エリア1-16，2裏
SX6-172 桟瓦又は平瓦 エリア1-112，1，2裏
SX6-173 桟瓦又は平瓦 エリア1-85，エリア1-86（B），1裏
SX6-174 桟瓦 エリア1-20，エリア1-41
SX6-175 桟瓦 エリア1-9，エリア1-29，2裏，1裏
SX6-176 隅瓦（右） エリア1-36，2裏
SX6-177 桟瓦 エリア1-83，エリア2裏K-1，エリア2裏K-7，エリア2裏O-9，2下
SX6-178 桟瓦 エリア1-47，1裏
SX6-179 桟瓦 エリア1-61，エリア1-76，1裏
SX6-180 桟瓦又は平瓦 エリア1-42，1裏
SX6-181 桟瓦又は平瓦 エリア1-19，1裏
SX6-182 桟瓦又は平瓦 エリア1-92，1裏
SX6-183 桟瓦 エリア1-5，エリア1-11
SX6-184 桟瓦 エリア1-38，1裏
SX6-185 桟瓦 エリア1-91，2裏
SX6-186 桟瓦 エリア1-25
SX6-187 平瓦 エリア1-45，エリア1-46
SX6-188 割熨斗瓦 エリア1-49，1裏
SX6-189 割熨斗瓦 エリア1-103，エリア1-105
SX6-190 軒桟瓦 エリア1-4
SX6-191 軒桟瓦 エリア1-94
SX6-192 袖瓦（左） エリア1-84
SX６-１９３ 丸桟二重箱冠瓦 エリア1-13，エリア1-31
SX6-194 軒桟瓦 2裏，1裏
SX6-195 軒桟瓦 西端
SX6-196 熨斗付丸瓦（玉縁なし）エリア1-34
SX6-197 棟込瓦（菊丸） 1裏
SX6-198 丸瓦 エリア1-59
SX6-199 丸瓦 エリア1-56
SX6-200 軒丸瓦 エリア1-79
SX6-201 丸瓦 エリア1-65
SX6-202 袖丸瓦（右） エリア1-70
SX6-203 丸瓦 エリア1-3，2，1裏
SX6-204 丸瓦 エリア1-33
SX6-205 丸桟冠瓦 エリア1-54
SX6-206 冠瓦 エリア1-24
SX6-207 丸瓦（玉縁なし） エリア1-32，2裏
SX6-208 軒丸瓦 エリア1-58
SX6-209 半月巴 エリア1-8
SX6-210 丸桟冠瓦 エリア1-14，エリア1-35，エリア1-37，エリア1-51
SX６-2１１ 軒丸瓦 エリア1-67
SX6-212 軒丸瓦 エリア1-107，エリア2下R-18
SX6-213 軒丸瓦 1，1下，西端
SX6-214 隅巴か エリア1-57
SX6-215 桟瓦又は平瓦 3裏，SX7

表 １　つづき
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番 号1 ） 種 別 接合する破片の出土記録番号と取り上げエリアの単位2 ） 3 ）

SX6-216 桟瓦 3裏，SX7
SX6-217 桟瓦 3裏，SX7
SX6-218 桟瓦 2裏，SX7
SX6-219 桟瓦 東畔裏，SX7
SX6-220 桟瓦 2裏，西端，SX7
SX6-221 桟瓦 3裏，SX7
SX6-222 桟瓦 エリア2裏I-3，エリア2裏I-4，1裏，SX7
SX6-223 桟瓦 2裏，SX7
SX6-224 角桟塀瓦 2裏，SX7
SX6-225 軒桟瓦 エリア2裏E，エリア2裏E-3，SX7
SX6-226 鴟尾か 3下，SX7
SX6-227 桟瓦 北下E-9，SX7
SX6-228 桟瓦 エリア2裏B-4，エリア2裏B-5，SX7
SX6-229 桟瓦又は平瓦 2裏，SX7
SX6-230 平瓦 エリア2-85，SX7
SX6-231 桟瓦 北下A，SX7
SX6-232 伏間瓦 北下AB-7，SX7
SX６-2３３ 軒丸瓦 エリア3-5
SX６-2３₄ 軒丸瓦 エリア3-26
SX６-2３５ 丸瓦 東3
SX６-2３６ 丸瓦 東3の下
SX６-2３７ 丸瓦 東4
SX６-2３８ 丸瓦 東4の下
SX6-239 丸瓦 東6
SX6-240 袖瓦（右） 東12，東27，東畔裏
SX6-241 桟瓦又は平瓦 エリア2-55，エリア2裏B-6，エリア2裏D-6
SX6-242 桟瓦又は平瓦 エリア3-13
SX6-243 桟瓦又は平瓦 エリア3-48
SX6-244 桟瓦 エリア3-30
SX6-245 桟瓦 エリア3-18
SX6-246 丸瓦 エリア3-27
SX6-247 丸瓦 エリア3-8
SX６-2₄８ 半月巴 エリア3-58
SX6-249 桟瓦 エリア3-53
SX6-250 桟瓦 エリア3-54
SX6-251 破風塀瓦か エリア3-55
SX6-252 桟瓦 エリア3-66
SX6-253 桟瓦 エリア3-34
SX6-254 桟瓦又は平瓦 エリア3-35
SX６-2５５ 右切隅瓦 エリア1-23
SX6-256 軒桟瓦又は軒平瓦 エリア1-86（A）
SX6-257 丸瓦 エリア2-30
SX6-258 桟瓦又は平瓦 エリア2-31
SX6-259 敷平か 畔1
SX6-260 塀瓦 畔30
SX6-261 軒桟瓦又は軒平瓦 東1
SX6-262 桟瓦 東5
SX6-263 軒丸瓦 東7
SX6-264 丸瓦 東19
1 ）個体番号のゴチック表示は図91～102に掲げた個体。
2 ）「裏」は裏込め，「下」は基盤。ともに，出土記録番号は図45～67の表記に対応する。
3 ）出土記録番号のある瓦でも個体番号が与えられていないものがある。

表 １　つづき
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いずれもこの瓦積みの遺構正面を向いていない。瓦正面が遺構正面を向くように置かれた

瓦は，軒桟瓦と軒平瓦・軒丸瓦に限られる。ただし，これらの軒瓦も，凸面が天を向くよ

うに置かれることが多く，おもに軒丸瓦は正位だが軒平瓦・軒桟瓦は逆位に据えられる。

なお，それらの軒丸瓦の大半は，瓦当が剥落しているか瓦当の下半を欠いているが，遺構

正面の面
つら

はその状態で揃っており，瓦当の欠損部分の破片は瓦積みの北側からも確認でき

ていないので，瓦積みとしての配置以前に瓦当を剥落・欠落していたと思われる。

　瓦の接合関係を見ると，東面と北のブロックでは，南側から出土した破片のほうが北側

から出土した接合破片より高い位置にある，また東側から出土した破片のほうが西側から

出土した接合破片より高い位置にある，という組み合わせが複数ある。さらに，エリア 3

の東辺に瓦正面が上向きで天地は南向きに据え置かれた鬼瓦（エリア 3 －36）は，瓦の側

面のうち東側に位置する部分が剥離し，その大きな破片（北下ＡＢ－13）も北下がりの立

位に近い状態で落ち込んだように出土した。なお，上面出土の丸瓦（エリア 2 － 7 ）が，

北面より北側で瓦積みの基底付近の深さから出土した大破片と接合している（図版14－ 5 ）。

　⑶ 近世の遺物（図版25～29，図68～110，表 1 ）

　近世の遺構から出土した遺物を下に示す。

ＳＤ₄３出土遺物（Ⅰ563～Ⅰ588）　　遺構の説明でも述べたように，ＳＤ43については，

出土遺物に近世の陶磁器片が含まれていたことと，溝の肩にあたる茶褐色土Ⅱから近世陶

器片が出土したことから，中世の遺構ではないと判断した。ただし，出土遺物の大半が中

世の時期のものと考えられる点から，遺構の時期の判定についてはなお不安が残る。本報

告では近世の早い時期の遺構として報告するが，念のため，近世の陶磁器片だけでなく，

中世の遺物も含めて出土遺物を提示する。

　Ⅰ563～Ⅰ568はＳＤ43から出土したものでなく，溝の東西肩の茶褐色土Ⅱから出土した

ものである。つまり，ＳＤ43が形成される以前の時代の遺物である。Ⅰ563・Ⅰ564は土師

器椀の口縁部片。いずれも褐色を呈する。Ⅰ565は陶器の椀で，口縁部の内面には釉がか

からない。Ⅰ566は陶器の甕である。内外面が横撫でされる。Ⅰ567は青磁の合子蓋。外面

にのみ釉がかけられる。Ⅰ568は磁器染付椀である。この染付椀が出土したことから，Ｓ

Ｄ43だけでなくその下にひろがる包含層の茶褐色土Ⅱも近世のものと判断した。

　Ⅰ569～Ⅰ588はＳＤ43から出土した。Ⅰ569～Ⅰ579は土師器である。Ⅰ574のみ白色で，

ほかは褐色を呈する。Ⅰ569～Ⅰ571は小皿で，Ⅰ572～578は中皿である。Ⅰ575～Ⅰ578は

Ｆ類の皿で，中世に遡る時期の土師器である。Ⅰ579は焙烙と思われるが，底が分厚い点
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図６８ ＳＤ43東西肩茶褐色土Ⅱ出土遺物（Ⅰ563・Ⅰ564土師器，Ⅰ565・Ⅰ566陶器，Ⅰ567青磁，Ⅰ
568磁器），ＳＤ43出土遺物（Ⅰ569～Ⅰ579土師器，Ⅰ580瓦器，Ⅰ581～Ⅰ584陶器，Ⅰ585～Ⅰ
587青磁，Ⅰ588砥石）
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から，特大の皿と考えるべきかもしれない。Ⅰ580は瓦器の火鉢である。Ⅰ581～Ⅰ584は

陶器である。Ⅰ581の器種は不明である。Ⅰ582は擂鉢と思われる。 5 ㎜大以下の砂粒を多

く含み，胎土は粗い。Ⅰ583は皿である。Ⅰ584は壺の耳と考えられる。Ⅰ585～Ⅰ587は青

磁である。Ⅰ585は合子の蓋の破片で，外面にのみ釉がかかる。Ⅰ586・Ⅰ587は大型椀の

高台である。いずれも，見込みに植物文をかたどった透かし文様が入れられる。Ⅰ588は

砥石の破片である。

ＳＸ１５出土遺物（Ⅰ589～Ⅰ593）　　Ⅰ589は土師器の焼塩壺である。Ⅰ590・Ⅰ591は

陶器である。Ⅰ590は椀で，Ⅰ591は擂鉢である。Ⅰ592・Ⅰ593は磁器である。Ⅰ592は染

付の椀で，Ⅰ593は皿である。Ⅰ593のような見込みに朱色の蛇の目の入る皿は，平安京左

京北辺四坊のＢ区土坑Ｂ776でも出土している。土坑Ｂ776に1730年頃の年代が与えられて

いることから，ＳＸ15も18世紀前葉頃の遺構であると考えられる〔京都市埋文研編2004　

図版 4 －Ｂ776〕。

ＳＸ１３出土遺物（Ⅰ594～Ⅰ647）　　Ⅰ594～Ⅰ606は土師器である。Ⅰ594～Ⅰ597は小

皿。Ⅰ598～602は中皿。Ⅰ600～Ⅰ602の見込みには圏線が入る。Ⅰ597・Ⅰ598・Ⅰ600の

口縁部には煤が付着する。灯明皿として用いられたようだ。Ⅰ603は蓋のつまみ，Ⅰ604は

蓋，Ⅰ605は鉢と考えられる。Ⅰ606は炮烙の口縁部である。Ⅰ607は伏見人形で，狐をか

たどったものと思われる。

　Ⅰ608～Ⅰ633は陶器である。Ⅰ608～Ⅰ618は椀，Ⅰ619・Ⅰ620は鉢，Ⅰ621～624は擂鉢，

Ⅰ625・Ⅰ626は蓋，Ⅰ627は器種不明，Ⅰ628・Ⅰ629は土鍋，Ⅰ630・Ⅰ631は花瓶である。

Ⅰ632は植木鉢の底部と考えられ，Ⅰ633は器種不明である。

　Ⅰ634～Ⅰ647は磁器である。Ⅰ634は皿，Ⅰ635～Ⅰ646は椀である。Ⅰ635のようなまっ

すぐに立ちあがる器形は，18世紀中葉頃の遺構で認められる〔京都市埋文研編2004　Ｈ

166－14・Ｈ271－65・66〕。Ⅰ647は仏飯である。

　ＳＫ１１出土遺物（Ⅰ648～Ⅰ659）　　Ⅰ648～Ⅰ652は土師器である。Ⅰ648～Ⅰ651は皿

である。Ⅰ651のみ褐色で，ほかは白色である。Ⅰ652は鉢と思われる。Ⅰ653～Ⅰ655は陶

器である。Ⅰ653は皿，Ⅰ654は擂鉢，Ⅰ655は椀である。Ⅰ656は磁器染付椀である。Ⅰ

657は瓦器火鉢である。Ⅰ658は伏見人形である。Ⅰ659は石製品で，硯かもしれない。

　ＳＤ３３出土遺物（Ⅰ660～Ⅰ669）　　Ⅰ660・Ⅰ661は土師器である。Ⅰ660は見込みに

圏線をもつ白色の皿である。Ⅰ661は口縁部が波打つ。Ⅰ662は軟質施釉陶器の皿である。

見込みに圏線がはしり，口縁部につまみがつく。Ⅰ663・Ⅰ664は陶器である。Ⅰ663は椀，
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図６９ ＳＸ15出土遺物（Ⅰ589土師器，Ⅰ590・Ⅰ591陶器，Ⅰ592・Ⅰ593磁器），ＳＸ13出土遺物⑴（Ⅰ
594～Ⅰ606土師器，Ⅰ607伏見人形，Ⅰ608～Ⅰ618陶器）
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図７０　ＳＸ13出土遺物⑵（Ⅰ619～624陶器）
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図７１　ＳＸ13出土遺物⑶（Ⅰ625～633陶器，Ⅰ634～Ⅰ647磁器）
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図７2 ＳＫ11出土遺物（Ⅰ648～Ⅰ652土師器，Ⅰ653～Ⅰ655陶器，Ⅰ656磁器，Ⅰ657伏見人形，Ⅰ
658石製品，Ⅰ659瓦器），ＳＤ33出土遺物（Ⅰ660・Ⅰ661土師器，Ⅰ662軟質施釉陶器，Ⅰ
663・Ⅰ664陶器，Ⅰ665・Ⅰ666磁器，Ⅰ667伏見人形，Ⅰ668青銅製品，Ⅰ669硯）
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Ⅰ664は土鍋である。Ⅰ665・Ⅰ666は磁器染付椀で，Ⅰ666は高い高台をもつ。くらわんか

椀の一種であろう。Ⅰ667は伏見人形で，袖口から手が出る。Ⅰ668は青銅製品である。鋲

を打ち込むための小孔が 2 点みられる。Ⅰ669は硯である。

ＳＥ ５出土遺物（Ⅰ670～Ⅰ705）　　Ⅰ670～Ⅰ675は土師器である。Ⅰ670・Ⅰ671は小

皿で，Ⅰ672～Ⅰ674は煤が付着するため，灯明皿として使われた中皿である。Ⅰ673・Ⅰ

674の見込みには圏線がはしる。Ⅰ675は炮烙の口縁部と思われ，煤が付着する。

　Ⅰ676～Ⅰ693は陶器である。Ⅰ676～Ⅰ680は椀，Ⅰ681～Ⅰ688は灯明皿である。Ⅰ

689・Ⅰ690は徳利の底部で，19世紀前半頃にみられるものである〔京都市埋文研編2004　

Ｇ348－ 3 －30・Ｂ687－10－18〕。Ⅰ691は植木鉢の底部と考えられ，19世紀前半頃のもの

である〔京都市埋文研編2004　Ｂ687－10－12〕。Ⅰ692は蓋で，18世紀後半から19世紀前

半の遺構で認められる〔京都市埋文研編2004　Ｅ45－ 2 －33；Ｂ716－ 6 －14～16；Ｇ348

－ 3 － 4；Ｂ687－ 8 －11～14〕。Ⅰ693は擂鉢で，19世紀前半の堺・明石系のものである〔京

都市埋文研編2004　Ｂ687－11－ 6 〕。

　Ⅰ694～Ⅰ703は磁器である。Ⅰ694～Ⅰ700は椀，Ⅰ701は水滴，Ⅰ702は合子の蓋，Ⅰ

703は皿の底部である。Ⅰ704は砥石で，Ⅰ705は伏見人形である。

　ＳＥ ６出土遺物（Ⅰ706～Ⅰ716）　　野壺ＳＥ 6 から出土した遺物は，出土層位から 2

つにわけて報告する。Ⅰ706～Ⅰ711は下層出土遺物で， 1 度目の漆喰床貼り直しの際に，

床の下に埋められたものである。一方，Ⅰ712～Ⅰ716は上層出土遺物で， 2 度目の漆喰床

の貼り直しの際に床下に埋められたものである。下層出土遺物のうち，Ⅰ706は土師器の

皿である。白色で，見込みに圏線がはしる。Ⅰ707は陶器の椀である。Ⅰ708～Ⅰ711は磁

器である。Ⅰ708・Ⅰ709は椀，Ⅰ710は皿，Ⅰ711は合子の蓋である。上層出土遺物のうち，

Ⅰ712は陶器の蓋である。Ⅰ713～Ⅰ715は磁器である。Ⅰ713・Ⅰ714は椀，Ⅰ715は磁器を

打ち欠いて円盤に転用したものである。Ⅰ716は砥石である。

　ＳＦ １出土遺物（Ⅰ717～Ⅰ748）　　路面ＳＦ１から出土した遺物は，下層出土遺物（Ⅰ

717～Ⅰ745）と上層出土遺物（Ⅰ746～Ⅰ748）にわけられる。下層出土遺物のうち，Ⅰ

717～Ⅰ723は土師器である。Ⅰ717・Ⅰ718は褐色の小皿，Ⅰ719～Ⅰ722は褐色の中皿であ

る。中皿の見込みには圏線がはしる。Ⅰ723は器種不明で，外面には斜め方向の刻みが入る。

Ⅰ724・Ⅰ725は軟質施釉陶器である。Ⅰ724は把手で緑色の釉がかかる。Ⅰ725は皿で，乳

白色の釉がかかり，内面が格子目様に刻まれる。Ⅰ726～Ⅰ734は陶器である。Ⅰ726は合

子の身，Ⅰ727～Ⅰ730は椀である。Ⅰ731は急須の口縁部片，Ⅰ732は花瓶と思われる。Ⅰ

近 世 の 遺 跡
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図７３　ＳＥ 5 出土遺物⑴（Ⅰ670～Ⅰ675土師器，Ⅰ676～Ⅰ693陶器）
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図７₄ ＳＥ 5 出土遺物⑵（Ⅰ694～Ⅰ703磁器，Ⅰ704砥石，Ⅰ705伏見人形），ＳＥ 6 下層出土遺物（Ⅰ
706土師器，Ⅰ707陶器，Ⅰ708～Ⅰ711磁器），ＳＥ 6 上層出土遺物（Ⅰ712陶器，Ⅰ713～Ⅰ715
磁器，Ⅰ716砥石）
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図７５　ＳＦ 1 下層出土遺物⑴（Ⅰ717～Ⅰ723土師器，Ⅰ724・Ⅰ725軟質施釉陶器，Ⅰ726～Ⅰ734陶器）
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733は人形の頭部，Ⅰ734は鉢である。Ⅰ735～Ⅰ745は磁器である。Ⅰ735は合子の蓋，Ⅰ

736～Ⅰ743は椀，Ⅰ744・Ⅰ745は皿である。上層出土遺物のうち，Ⅰ746・Ⅰ747は陶器で

ある。Ⅰ746は皿，Ⅰ747は擂鉢である。Ⅰ748は磁器の椀である。

ＳＸ ８出土遺物（Ⅰ749～Ⅰ755）　　いずれも土師器の皿。Ⅰ749～Ⅰ753は，口径 8 ㎝・

器高1.2㎝前後をはかり扁平で，見込みに圏線はなく，器面の撫で痕跡が明瞭で，硬質な

印象を与える。Ⅰ749・Ⅰ750は，東南部でⅠ750を下にして合わせ口で出土したが，建物

基礎坑の掘削により半分程度を欠損する。Ⅰ751は西南部，Ⅰ752は西北部，Ⅰ753は東北

部から，それぞれ出土し，前二者は完形。Ⅰ750の内面には焼成後に鋭利な刃物によると

近 世 の 遺 跡

図７６ ＳＦ 1 下層出土遺物⑵（Ⅰ735～Ⅰ745磁器），ＳＦ 1 上層出土遺物（Ⅰ746・Ⅰ747陶器，Ⅰ748
磁器）



110

京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

思われる多数の擦痕を，Ⅰ753の口縁には部分的に煤の付着を，それぞれ認め得る。

　中央部で出土した墨書のあるⅠ754・Ⅰ755は，口径 9 ㎝弱・器高1.4㎝で，ほかの 5 点

よりも一回り大きく，見込みに圏線をもち，器表面が砂質で軟質な印象を与える。扁平で，

口縁は底部に比して大きく，直線的に立ち上がる。Ⅰ755を下にして合わせ口で出土した。

Ⅰ754の外面には，中央には金剛界の中央に位置する不動明王を意味する梵字（カーン）

が書かれ，梵字を正位にその直下から90度ごとに 4 つの文言（偈頌：げじゅ）が中心から

放射状に記されている。墨がかすれて判読が困難だが，直下のものは「□□北天」，その

左に「□□北土」とあるようで，五言絶句ではないのかもしれない。Ⅰ755は，見込みに

胎蔵界・金剛界で主尊である大日如来を意味する梵字（アーンク）が書かれる。Ⅰ754・

Ⅰ755とも器体中央の梵字は上位が北を向いて出土している。

　これら 7 点の土師器皿は，1850年代の安政年間におさまる可能性の高い278地点ＳＫ15

のもの〔千葉2018〕と比べると扁平で，1868年の東京遷都後に埋まった公家町土坑Ｇ45の

もの〔小松2004〕に近い。

ＳＸ ９出土遺物（Ⅰ756～Ⅰ758）　土師器胞衣壺の蓋と身と，その内容物の墨で，Ⅰ

757の身とⅠ758の墨は，墨の現状保持のために実測を全うできず，Ⅰ757は折損した口縁

図７７ ＳＸ 8 出土遺物（Ⅰ749～Ⅰ755土師器），ＳＸ 9 出土遺物（Ⅰ756・Ⅰ757土師器，Ⅰ758墨），
ＳＰ35出土遺物（Ⅰ759・Ⅰ760土師器，Ⅰ761磁器）



 

111

部のみを実測した。Ⅰ756の蓋は，内面と側面を丁寧に撫でているが，上部外面の縁には

型から剥がす際の皴状の裂け目が目立つ。Ⅰ758の墨は， 3 文字目の途中まで使用されて

おり，およそ長さ60㎜，幅25㎜，厚さ10㎜になる。 3 丁型だろうか。

ＳＰ３５出土遺物（Ⅰ759～Ⅰ761）　Ⅰ759・Ⅰ760は完形の土師器皿で，ともに口径11.5

㎝弱・器高1.9㎝で，見込みに圏線が巡り，内外面に墨書をもつ。この 2 点は意図的に埋

納されたと判断するが，型押し成形と思われる紅皿のⅠ761は，口径の残存が10％程度の

細片なので，埋納時の覆土に含まれていたのだろう。Ⅰ759の墨書は，内面は中央に大日

如来を意味する梵字（アーンク），外面は中心から放射状に書かれた 6 つの五言の偈頌で

ある。これらの五言は，長岡宮跡の明治初期の例〔山口2003〕を手掛かりにして，外面の

梵字の天と同じ向きに置いて正位になるものから時計回りで読めば，「一切日皆善」，「一

切宿皆賢」，「諸佛皆威徳」，「羅漢皆□□」，「以此誠實言」，「願我常吉祥」である。

　Ⅰ760の墨書は，内面は，不動明王を意味する梵字（カーン）を中央にし，そこから放

射状に 4 つの梵字が書かれており，中央の梵字の天地に合わせると正位になるものがウー

ン，以下，時計回りで，大威徳明王を意味するキリーク，軍荼利明王を意味するウーン，

そしてウーンであろう。正位のウーンとその右のウーンは，違いを見出しがたいが，判別

しやすいキリークが曼荼羅では西方に配置されることを踏まえれば，右のウーンが東に配

置される降三世明王を意味し正位のウーンが金剛夜叉明王を意味するのかもしれない。い

ずれにしても，判別可能なカーンとキリークの関係を基準にすれば，ウーンの配置は方位

に合致しない。Ⅰ760の外面の墨書は，放射状に中心から書かれた 4 つの五言の偈頌で，

内面のカーンの天と同じ向きに置いて正位になるものから時計回りに，長岡宮跡の類例な

どを手掛かりにして読めば，「迷故三界城」，「悟故十□空」（□は万か），「何故□南北」（□

は有か），「本来無東西」である。

　これら 2 点の土師器皿は，法量や形状は278地点ＳＫ15のもの〔千葉2018〕と遜色ない。

また，墨書の文言から，仏式祭祀に供したことが想定される〔山口2003〕。

ＳＤ 2出土遺物（Ⅰ762～Ⅰ850）　Ⅰ762～Ⅰ770は土師器で，Ⅰ762は型作りの小皿。

Ⅰ763～Ⅰ765は，南壁際の埋土最下部直上で出土した完形の小皿で，いずれも口径 8 ㎝・

器高1.2㎝前後で扁平で見込みに圏線が巡らず，ＳＸ 8 の 5 点の小皿と特徴を共有する。

Ⅰ763は東側で正位で出土し，Ⅰ764・Ⅰ765は西で近接して逆位で出土した。Ⅰ767は手捏

ねの塩壺蓋，Ⅰ768は焙烙，Ⅰ769は火入。Ⅰ770の胞衣壺は残存率が 1 割弱の破片。

　Ⅰ771～Ⅰ806は陶器。Ⅰ771は京・信楽系の丸椀。Ⅰ772は軟質施釉で，湾曲がないので

近 世 の 遺 跡
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京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

図７８　ＳＤ 2 出土遺物⑴（Ⅰ762～Ⅰ770土師器，Ⅰ771～Ⅰ779陶器）
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角皿かもしれない。Ⅰ773は底部が糸底の小皿。Ⅰ774～Ⅰ776は皿で，Ⅰ776は瀬戸・美濃

系と思われる深みのある黒い鉄秞。Ⅰ777は京焼の小皿で，底裏面中央の刻印は浅くて判

読できないが，その脇に「柴」と読める篦描きがある。重ね焼きで焼け歪みのあるⅠ778

の鉢は瀬戸・美濃系だろう。Ⅰ779は京・信楽系の輪高台の片口。Ⅰ780・Ⅰ781は京・信

楽系と思われる大ぶりの鉢で組物だろう。埋土下半から出土したⅠ781の底裏に墨書が 3

行あり，「子正月出来」，「五之内」，「□料理」（□は大か犬）と読める。

　Ⅰ782～Ⅰ785は徳利で，京・信楽系と思われるⅠ782には，鉄秞で「…京白□…」（□は

川か）や円囲みで屋号の「万」が書かれている。Ⅰ784は白色秞が底部立ち上がりの基端

までかかる。Ⅰ786は，器種が不明だが蓋受け状の鍔を有し，それ以下と内面全面に施釉。

Ⅰ787は色絵の急須で，Ⅰ788の急須の把手には「信□」の刻印がある。Ⅰ789はイッチン

描きの土瓶。Ⅰ790～Ⅰ792は蓋で，Ⅰ790は残存部が無秞。Ⅰ791のつまみは犬を模してい

る。Ⅰ792は内面に煤が付着する。

　Ⅰ793～Ⅰ800は灯火具で，いずれも京・信楽系。Ⅰ793～Ⅰ798はほぼ完形で，ほかの 2

点も 8 割以上が遺存する。Ⅰ801は，無秞の完形品。火入だろうか。Ⅰ802は鉄釉の壺。Ⅰ

803・Ⅰ804は銅緑秞の一輪挿しでともに完形。Ⅰ805は鉢と思われる焼締めで，備前か。

Ⅰ806は角皿で，底裏に線描きされた文言は，「堂の戸□次め／見ゑし…」だろうか。

　Ⅰ807～Ⅰ831は磁器。Ⅰ807・Ⅰ808は盃で，Ⅰ807の見込みには清水寺の舞台と満開の

桜が描かれる。Ⅰ809～Ⅰ812は小杯。複数回の焼き継ぎを経ているⅠ809は，内面が白色

だが外面は青磁の趣がある。Ⅰ811は端反り。Ⅰ813～Ⅰ819は椀。Ⅰ814は破断面に焼き継

ぎの跡がある。Ⅰ815はくらわんか。Ⅰ820は鉢。Ⅰ821～Ⅰ824は皿で，口縁上端に鉄秞が

めぐり破損後も焼き継ぎされているⅠ822以外は，蛇の目凹形高台の底部で，Ⅰ821は蛇の

目秞剥ぎで外面は文様がない。Ⅰ825～Ⅰ828は蓋。Ⅰ829・Ⅰ830は瓶・徳利で，Ⅰ829の

鶴首瓶は底裏中央方向から 2 度破損している。Ⅰ831は白磁の合子の身。ほぼ完形だが蓋

受けの立ち上がりは10箇所近く小さく欠けている。

　Ⅰ832～Ⅰ834はガラス製品。Ⅰ832は茶色のビール瓶底部で，Ⅰ833は青色のかんざし，

Ⅰ834は白色の小玉。Ⅰ835は軟質施釉陶器のミニチュアで，Ⅰ836～Ⅰ842は伏見人形や芥

子面などの玩具。図示していないが泥面子も10点ほど出土した。Ⅰ843～Ⅰ845は，窯道具

ないし焜炉に用いる目皿。Ⅰ846～Ⅰ850は石製品。Ⅰ846は堆積岩製の硯で，湖西の高島

地方のものだろうか。Ⅰ847～Ⅰ850は砥石で，Ⅰ848以外はきめの細かい堆積岩製。

　以上のうち，埋土最下部の出土は，Ⅰ776・Ⅰ778・Ⅰ799，そしてⅠ809・Ⅰ813の一部

近 世 の 遺 跡
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京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

図７９　ＳＤ 2 出土遺物⑵（Ⅰ780～Ⅰ792陶器）
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図８０　ＳＤ 2 出土遺物⑶（Ⅰ793～Ⅰ806陶器，Ⅰ807～Ⅰ820磁器）
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京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

図８１ ＳＤ 2 出土遺物⑷（Ⅰ821～Ⅰ831磁器，Ⅰ832～Ⅰ834ガラス製品，Ⅰ835軟質施釉陶器，Ⅰ836
～Ⅰ842玩具，Ⅰ843～Ⅰ845窯道具か）
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破片である。埋没時期の特定の手がかりとなるのは，最下部直上から出土のⅠ763～Ⅰ765

の土師器小皿と，「子正月」銘の墨書をもつⅠ781の鉢で，ねずみ（子）年である嘉永 5 年

（1852）年ないし文久 4 年（1864）より後で明治初期までの埋没と推定できる。

ＳＸ ７出土遺物（Ⅰ851～Ⅰ861）　ＳＸ 7 は，ＳＤ 2 の埋土中で瓦片が高密度で分布し

た範囲であり，整理箱 7 杯分が出土している瓦には，ＳＸ 6 と接合するものがかなり含ま

れる。ここでは土師器・陶磁器類を取り上げる。Ⅰ851・Ⅰ852は，土師器のひな皿と火消

し壺。Ⅰ853～Ⅰ859は陶器。Ⅰ853の皿には高台外側の無秞部に「赤ハタ」の刻印がある。

奈良の赤膚焼。Ⅰ854は薄手の筒状容器で徳利だろうか。秞下に四角囲みで書かれた文字

は「子ぢや」だろうか。Ⅰ855・Ⅰ856は鉢。ほぼ完形で輪高台のⅠ855は，瀬戸・美濃系

だろう。Ⅰ857とⅠ858は同様の薄い鉄秞がかかる，セットと思われる鍋と蓋。Ⅰ859は白

化粧に緑秞・鉄秞で上絵をつける土瓶。Ⅰ860・Ⅰ861の磁器は，手描きの文様がコバルト

秞の染付椀と，見込みが蛇の目秞剥ぎの染付皿。このほかに図化していないが，金属製品，

泥面子や玩具も出土している。ＳＸ 7 出土遺物は，ＳＤ 2 と同様に製作時期幅はあるもの

の，廃棄された年代は幕末～明治初期だろう。

ＳＸ ６出土遺物（Ⅰ862～Ⅰ1002）　瓦積みとその基盤や裏込めから出土した遺物は，

近 世 の 遺 跡

図８2　ＳＤ 2 出土遺物⑸（Ⅰ846～Ⅰ850石製品）
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京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

図８３　ＳＸ 7 出土遺物（Ⅰ851・Ⅰ852土師器，Ⅰ853～Ⅰ859陶器，Ⅰ860～Ⅰ861磁器）
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ＳＤ 2 埋土の遺物とは分離したが，両者の間で接合するものは多い。Ⅰ862～Ⅰ873は土師

器。Ⅰ862～Ⅰ868は花塩壺の蓋と身で，Ⅰ869・Ⅰ870は焙烙。いずれもエリア 1 ・ 2 の基

盤および裏込めから出土。Ⅰ871は火消し壺の蓋で，エリア 3 の基盤から出土した破片と

ＳＤ 2 埋土上半の破片が接合した。Ⅰ872は，畔の裏込め（図43の中央畔第 3 層）から出

土した焜炉。Ⅰ873は焜炉に用いる目皿で，エリア 2 の基盤・裏込めから出土した。

　Ⅰ874～Ⅰ937は陶器。Ⅰ874は底裏も含め全面施釉の盃で，エリア 1・2 の基盤から出土。

Ⅰ875・Ⅰ876は小椀。Ⅰ875は京・信楽系で，瓦積み上面で出土したⅠ876は京焼。Ⅰ875

はエリア 1 より西で出土した破片とエリア 2 の裏込め出土の破片が接合した。Ⅰ877～Ⅰ

880は体部下半が八稜になる小椀・椀で，胎土や文様から同一系統と考えられる。おもに

エリア 2 や畔の裏込めから出土。Ⅰ878・Ⅰ879はともに無秞の底裏に丸囲みに「青雲山」

の刻印をもつので，これらは明治初年前後のものかもしれない〔加藤編1972〕。Ⅰ881～Ⅰ

884は鉢で，焼け歪んでいるⅠ881は，「仁清」の刻印をもつ。Ⅰ881・Ⅰ882は，エリア 2

の裏込めから出土した破片がＳＸ 7 出土のものと接合した。丸囲みに「青雲山」の刻印を

もつⅠ883は，エリア 1 ・ 2 の基盤から出土。銅緑秞のⅠ884は，エリア 1 ～ 3 までの基盤

や裏込めから出土した破片が接合している。Ⅰ885～Ⅰ890は皿で，瀬戸・美濃系と思われ

るⅠ885の小皿は東面・北からの出土。Ⅰ881と似た胎土・秞調で「仁清」の刻印をもつⅠ

886の大皿は，畔の基盤から出土した（図56の「畔下Ｂ－ 1 」）。Ⅰ887は体部下半が八稜に

なる蛇の目秞剥ぎの皿で，胎土や秞調は「青雲山」のものに似る。エリア 1 の基盤から出

土した（図67の「 1 下Ｓ－16」。）エリア 3 の基盤から出土したⅠ888は，梅形の型作りの

手塩皿で，底部は露胎。エリア 3 の裏込めから出土したⅠ889は，内外面が白化粧で内面

に鉄絵をもつ角皿。乾山焼だろう。Ⅰ890の把手付手塩皿は，胎土や秞調がⅠ886の大皿に

似る。エリア 3 ・畔の裏込めから出土。

　Ⅰ891・Ⅰ892は京・信楽系の段重で，ともにエリア 2 の裏込め・基盤から出土し，銅緑

秞の蓋物のⅠ893はエリア 1 の基盤から出土した。Ⅰ894は京・信楽系の蓋物の身で，刻印

は丸囲みに「清山」。エリア 1 ・ 2 の基盤・裏込めから出土したが，同一個体の破片はＳ

Ｘ 7 からも出土している。Ⅰ895・Ⅰ896は京・信楽系の大鉢で，前者はエリア 3 ・畔の裏

込めから，後者はエリア 1 ・ 2 の基盤・裏込めからの出土。Ⅰ897～Ⅰ902は徳利。京・信

楽系のⅠ897には，屋号の「ひし伊」，菱形に「イ」の商標，所在を示す「御幸町」などが

描かれた通徳利で，エリア 3 の基盤やそれ以東の裏込めおよび基盤相当層からの出土。京・

信楽系のⅠ898はエリア 2 の裏込めから出土し，その底部かもしれないⅠ899はエリア 2 の

近 世 の 遺 跡
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京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

図８₄　ＳＸ 6 出土遺物⑴（Ⅰ862～Ⅰ873土師器，Ⅰ874～Ⅰ883陶器）
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図８５　ＳＸ 6 出土遺物⑵（Ⅰ884～Ⅰ897陶器）
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裏込めとＳＸ 7 から出土した。「迎」の字がある通徳利のⅠ900は，丹波焼と思われる。エ

リア 1 ・ 2 の基盤・裏込めから出土。Ⅰ901・Ⅰ902は京・信楽系の通徳利の底部。前者は

エリア 1 ・ 2 の裏込めからの出土で，後者は，エリア 1 の基盤から出土した破片（図66の

1 －101）にエリア 2 の裏込めとＳＸ 7 から出土したものが接合した。「百八十九番」と読

める底裏の墨書は，酒屋の発行した消費者登録番号だろうか。エリア 1 ・ 2 の基盤から出

土した瀬戸・美濃系と思われるⅠ903は汁次で，底部外面以外は鉄釉。

　Ⅰ904～Ⅰ908は鍋類。黄白色のⅠ905は京焼で，飛び鉋に鉄秞の片口のⅠ907は京・信楽

系だろう。Ⅰ904はエリア 1 ・ 2 の基盤・裏込めから，Ⅰ905はエリア 2 ・ 3 の基盤・裏込

めから，Ⅰ906はエリア 3 の裏込め・東面・ＳＸ 7 から，Ⅰ907はエリア 1 ～ 3 ・北の基盤

や東面とその裏込めなど広範囲から，Ⅰ908はエリア 1 ・ 2 の基盤や裏込めから，それぞ

れ出土。Ⅰ909～Ⅰ914は土瓶・急須で，Ⅰ911の急須以外は京・信楽系。イッチン描きの

Ⅰ909はエリア 2 ～東面にかけての裏込めとＳＸ 7 からの出土で，Ⅰ910はエリア 1 ～ 3 の

基盤や裏込めから出土。Ⅰ911の急須はエリア 1・2 の裏込めから出土した。白化粧に鉄秞・

緑秞で同様の意匠を描くⅠ912の土瓶とⅠ913の急須は，前者がエリア 1 ・ 2 の基盤から，

後者は東面から，それぞれ出土。Ⅰ914は東面の裏込めから出土した急須底部で，底裏を

除く外面と内面に明黄色の秞がかかる。Ⅰ915・Ⅰ916の土瓶の蓋は，白化粧に鉄絵の前者

がエリア 1 ・ 2 の基盤から出土し，イッチン描きの後者はエリア 2 の基盤から完形で出土

した。Ⅰ917・Ⅰ918は急須の蓋で，完形の前者はエリア 1 の鬼瓦の直下から出土し（図66

の 1 －97），後者はエリア 2 の裏込めから出土した。Ⅰ919は鍋類の蓋で，大きい破片はエ

リア 1 の棟端瓦の直下から出土したが（図67の 1 －113），細片は分散してエリア 1 ・ 2 の

基盤・裏込めから出土した。Ⅰ920・Ⅰ921は蓋物の蓋で，ともにエリア 1 の西端で基盤相

当の地層から出土した。Ⅰ922の蓋は北壁と瓦積み前面の間から出土した。Ⅰ923は信楽焼

と思われる黒秞流しの小ぶりの甕で，北の裏込めとＳＸ 7 から出土した。

　Ⅰ924・Ⅰ925は堺系の擂鉢で，前者はエリア 1 の鬼瓦の直下（図67の 1 －108）や基盤・

裏込めから出土し，後者では，エリア 1 の基盤（同図の 1 下Ｔ－ 1 ）とエリア 2 の裏込め

（図60の 2 裏Ｂ－ 9 ）から出土した破片が，ＳＸ 7 から出土した破片を介して接合した。

Ⅰ926は体部に穿孔があり暗赤褐色を呈する無秞の小皿。灯火具の一種だろうか。東面の

裏込めから出土した。Ⅰ927～932はいずれも京・信楽系の灯火具で，出土したのは，Ⅰ

927がエリア 3 の基盤，Ⅰ928・Ⅰ931が東面の裏込め，Ⅰ929・Ⅰ930・Ⅰ932がエリア 2 の

裏込め。Ⅰ933・Ⅰ934は銅緑秞の一輪挿しで，前者は北の裏込めから出土し，後者はエリ
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図８６　ＳＸ 6 出土遺物⑶（Ⅰ898～Ⅰ910陶器）
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図８７　ＳＸ 6 出土遺物⑷（Ⅰ911～Ⅰ923陶器）
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図８８　ＳＸ 6 出土遺物⑸（Ⅰ924～Ⅰ937陶器）
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京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査

図８９ ＳＸ 6 出土遺物⑹（Ⅰ938～Ⅰ954磁器，Ⅰ955ガラス製品，Ⅰ956～Ⅰ958玩具，Ⅰ959砥石転用
陶器，Ⅰ960・Ⅰ961窯道具か，Ⅰ962坩堝）
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ア 2 の基盤と裏込めから出土した。Ⅰ935の一輪挿しは，東面の裏込めから出土。Ⅰ936の

鉄釉の壺はエリア 1 の裏込めから出土。信楽系と思われる長胴のⅠ937は水指か。上面，

エリア 1 ・北の裏込めから出土（図48の北下ＡＢ－27・37）。

　Ⅰ938～Ⅰ954は磁器。Ⅰ938～Ⅰ941は盃で，Ⅰ938以外はいずれも上絵付。絵付のない

Ⅰ938はエリア 1 ないし 2 の上面から，見込みに呉須で書かれた文言の末字「附」が読め

るⅠ940はエリア 2 の裏込めから，丸囲みの家紋が描かれていると思われるⅠ939と色絵の

Ⅰ941は東面の裏込めから，それぞれ出土。Ⅰ942～Ⅰ950は椀。Ⅰ942は畔～エリア 1 の裏

込めから出土し，組物ないし同一個体のⅠ943・Ⅰ944はエリア 1 の裏込めから出土した。

絵付のないⅠ945はエリア 1 ・ 2 の基盤と裏込めから，Ⅰ946は北の基盤・裏込めから，Ⅰ

947は北の基盤とエリア 3 の裏込めから，それぞれ出土した。焼き継ぎのあるⅠ948はエリ

ア 1 の基盤から出土し（図67の 1 下Ｔ－ 9 ），色絵のⅠ949は北の基盤とエリア 1 の裏込め

から出土している。青磁の輪花椀のⅠ950は，エリア 3 の瓦積み内部から出土した底部に，

東面・ＳＸ 7 から出土した口縁部とエリア 3 裏込めから出土した体部が接合した。Ⅰ951

は焼き継ぎのある蓋物の蓋で，エリア 1 ～ 3 の基盤からの出土。東面の裏込めから出土の

Ⅰ952は，底部が蛇の目凹形高台になる仏飯。Ⅰ953は御神酒徳利の底部で，エリア 3 の基

盤からの出土。畔・エリア 2 の基盤から出土のⅠ954は透かしがある。筆入か。

　Ⅰ955は同一個体と思われる深緑色のガラス瓶。ワインボトルだろう。畔の裏込めとエ

リア 3 の基盤・裏込めから出土。Ⅰ956～Ⅰ958は玩具。Ⅰ959は陶器片だが砥石として破

断面を使用している。Ⅰ960は窯道具ないし焜炉に用いる目皿で，畔の裏込めから出土。

焼締め陶器のⅠ961は，内面にガラス化した溶着がある。冶金ないし窯業生産に関わるも

のだろう。Ⅰ962は坩堝の口縁部で，エリア 1 の鬼瓦の口を塞ぐように出土した（図65の

1 －53）。石製品のⅠ963・Ⅰ964は堆積岩製の硯で，Ⅰ963は湖西の高島地方のものだろう

近 世 の 遺 跡

図９０　ＳＸ 6 出土遺物⑺（Ⅰ963～Ⅰ965石製品）
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か。Ⅰ965は砥石。

　Ⅰ966～Ⅰ1002は瓦。ＳＸ 6 から出土した瓦は，整理箱90箱を数える。そのうち，出土

地が写真に記録されたものの中から，用いられた瓦の多様性を反映するように，遺存状態

の良いものや特徴的なものを抽出した。遺物番号の下には出土記録番号を付し，表 1 に掲

げた個体は，その間にＳＸ 6 個体番号も付した。なお，前項および以下の近世瓦の同定と

表記では，『日本の瓦屋根』〔坪井1976〕を参考にしている。

　Ⅰ966～Ⅰ975は棟端瓦。鬼瓦をはじめとして棟端に用いる瓦には，しばしば人名や年号

が篦や墨で書き留められることがあるので，取り上げ後の洗浄には注意を払ったが，10個

体のいずれにも線刻も墨書も認められなかった。Ⅰ966～Ⅰ968は，下部に棟瓦の背に合う

抉り込みをもつので，大棟用ないし隅棟用の鬼瓦と思われる。鬼面のⅠ966は，左右の角，

板部の上端と裏面下部を欠くが，ほぼ完形で，ＳＸ 6 の中央とみなせる花弁断面状の中心

に，正面が上向き，上方が北向きで置かれていた（図版14－ 4 ）。Ⅰ967も鬼面で，角と上

顎の牙を左右とも欠き，板部の右辺と上端，裏面の下部も欠損するが，完形に近い。エリ

ア 1 の基底で，正面が上向き，上方が北向きに出土した（図66）。Ⅰ968は，覆輪が付いた

ような雲形で，中央が宝珠になる。裏面の上部を欠くが，ほぼ完形である。本体は，エリ

ア 3 の上半で，正面が上向き，上方が南向きで出土したが，宝珠は，それより南東の裏込

めから，本体と同じ向きで出土した（図50）。また，左側面部（＝裏面の右側）は，前項

で述べたように，本体が据え置かれた後に本体から剥離したと思われ，立位に近い北下が

りの状態で本体直下から出土した（図46）。

　Ⅰ969・Ⅰ970は，下部が直線的で抉りがないので，降棟用の鬼瓦だろう。ともに周縁に

珠文を配する。ほぼ完形のⅠ969は，角をもたないので雌鬼だろうか。また，棟瓦に固定

するための裏面の紐かけ部が，龍頭ではなく繰り込まれている。エリア 1 の基底で，正面

が上向き，上方が南向きに出土した（図66）。Ⅰ970は，左右の角と上部左側を欠損するが，

ほぼ完形。下顎がなく，口の開きが大きく見える。エリア 1 の基底で，正面は南向きで，

上方が西向きに出土した（図66）。

　Ⅰ971～Ⅰ975は鰭瓦（足元瓦）で，大棟の棟端で獅子口のような瓦に取り付き，刀根丸

の背に載る。雲形のⅠ971は，裏面が平坦で紐かけ部がないので，左足の破片と判断したが，

二つの小さな穿孔を固定用のつり穴とすれば，塀など勾配が緩く棟が低い屋根の棟端瓦の

可能性もある。東面の裏込めから出土した（図45）。同じ雲形のⅠ972も，同様の根拠から

左足の破片と考えたが，欠損部は左側面の右下側だけであり，全体形状をイメージしづら
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図９５　ＳＸ 6 出土遺物⑿（Ⅰ970～Ⅰ972瓦）　縮尺1/8
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い。エリア 1 の基底で出土した（図版 2 ）。意匠や作りが同じⅠ973～Ⅰ975は，ほぼ完存

するⅠ973・Ⅰ974が左足で，Ⅰ975は右足の上部。棟の方向を示すと思われる上面の穿孔

部（つり穴か）横の篦記号も同じなので（図版28・29），同一建築に由来するのだろうか。

この 3 点は，エリア 1 ～ 2 の基底で東から順に並んで出土した（図版 2 ）。

　Ⅰ976は，大棟に用いる二重箱冠瓦の箱縁部で，冠部と紐部が剥落している。Ⅰ977は，

図９６　ＳＸ 6 出土遺物⒀（Ⅰ973瓦）　縮尺1/8
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大ぶりだが組棟に用いる松皮菱の棟込瓦と思われる。Ⅰ978は降棟を屋根の途中で終える

際に末端に用いる半月巴。Ⅰ979は軒端と軒先側から見て右側の妻ないし破風とが交わる

角に用いる角瓦。袖の先端に入った切り込みは，竹などを用いた雨樋の立ち上がりを受け

る隙間だろう。Ⅰ980は寄棟の軒端の隅に用いる右切隅瓦で，隅から棟に向かう角度は45

度なので，両側の屋根勾配が同じ真隅である。Ⅰ981は，Ⅰ979と同様の右側の角瓦だが，

近 世 の 遺 跡

図９７　ＳＸ 6 出土遺物⒁（Ⅰ974瓦）　縮尺1/8
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瓦当を構成する垂れ（軒平部に相当）の部分の笵の位置，凹面の左端寄りの浅い刳り込み，

左端寄りに穿たれる予定だったつり穴の位置などから，降棟の存在を想定できる。Ⅰ982は，

平板で頭から尻までの長さが長いことから塀瓦と思われ，軒側に45度の角で出てきて，軒

先は垂れが切り落とされているかのように付いていないことから，切落出隅瓦だろう。Ⅰ

983は，右側の妻ないし破風に用いる袖瓦で，うでの部分に小巴（軒丸瓦に相当）が付く

車袖瓦。Ⅰ984・Ⅰ985は，垂れや小巴が平坦無文の軒桟瓦で，前者は垂れの下端が一直線

の一文字軒瓦，後者は小巴が扁平無文の石持軒瓦。

　Ⅰ986～Ⅰ989は軒桟瓦で，幅は 2 種類だが長さは 3 種類あるかもしれない。Ⅰ986には

小巴が付き，垂れは滴水瓦のような木瓜剣。桟瓦のⅠ990は上記の軒桟瓦よりも一回り大

きい。Ⅰ991は軒平瓦。Ⅰ992～Ⅰ995は軒丸瓦。Ⅰ996～Ⅰ1000は丸瓦で，胴部長や頭の端

図９８　ＳＸ 6 出土遺物⒂（Ⅰ975瓦）　縮尺1/8
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図９９　ＳＸ 6 出土遺物⒃（Ⅰ976～Ⅰ985瓦）　縮尺1/8
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図１００　ＳＸ 6 出土遺物⒄（Ⅰ986～Ⅰ991瓦）　縮尺1/8
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図１０１　ＳＸ 6 出土遺物⒅（Ⅰ992～Ⅰ1000瓦）　縮尺1/8
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部調整などに多様度が見られる。

　Ⅰ1001・Ⅰ1002は家紋瓦で，エリア 2 の裏込め最上部で瓦当が上を向いて出土した（巻

首図版）。土佐藩主の山内家の家紋に見られる三葉柏のⅠ1001は，隅棟の先端で軒端と軒

端の交点に用いる隅巴。阿波藩主の蜂須賀家の家紋に見られる卍のⅠ1002は，丸瓦部の剥

離した軒丸瓦である。

　瓦積みを構成する瓦には，表 1 に見るように，図示した以外にも，通常の桟瓦や丸瓦と

ともに多種多様な道具瓦がある。例えば，降棟の丸瓦を意識して隅部の切られた片切平瓦

や，妻や破風の際の降棟に用いる袖丸瓦，入隅に用いる谷口や谷筋違などの並谷瓦，棟に

用いる伏間瓦などが含まれる。

　ＳＸ 6 からは，このほかに，泥面子や玩具，火打ち石や鉄器，青銅製品や銭貨なども出

土している。ＳＸ 7 と同様にＳＤ 2 の埋土中の遺構であるこのＳＸ 6 については，出土遺

物の年代はＳＤ 2 埋土中の遺物とも整合的で，構築時期は幕末から明治初期である。

南北溝出土遺物（Ⅰ1003～Ⅰ1118）　Ⅰ1003～Ⅰ1008は土師器で，Ⅰ1003はひな皿，Ⅰ

1004は塩壺の蓋，Ⅰ1005は花塩壺。Ⅰ1006は厚底の底部に焼成前の穿孔を 3 カ所確認でき

る。Ⅰ1007は焙烙。Ⅰ1008は五徳で，刻印が 2 つあり，一つは「フカクサ」，もう一方は

丸囲みで「松本」と読むならば，寛政期の陶工の松本五三郎の銘である。

　Ⅰ1009～Ⅰ1039は陶器。Ⅰ1009～Ⅰ1012は盃で，Ⅰ1012以外は完形。Ⅰ1010は呉須で外

面に「加茂川筋／三樹ノ里」，見込みに「清輝楼」とある。御所の東に幕末にもあった料

亭の名である。Ⅰ1011は京・信楽系でⅠ1012は京焼。Ⅰ1013・Ⅰ1014は京・信楽系の輪高

台の椀。Ⅰ1015の皿の見込みに呉須で書かれた「華頂山」は知恩院の山号。Ⅰ1016は軟質

施釉陶器の皿で見込みに宝珠文を描く。Ⅰ1017の皿とⅠ1018・Ⅰ1019の鉢は珉平焼。Ⅰ

図１０2　ＳＸ 6 出土遺物⒆（Ⅰ1001・Ⅰ1002瓦）　縮尺1/8
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図１０３　南北溝出土遺物⑴（Ⅰ1003～Ⅰ1008土師器，Ⅰ1009～Ⅰ1022陶器）
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図１０₄　南北溝出土遺物⑵（Ⅰ1023～Ⅰ1039陶器）
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1020の徳利の底裏の墨書は，漢字か記号か不明。Ⅰ1021はイッチン描きで丸囲みに「玉」，

Ⅰ1022もイッチン描きで，図面の反対側に四角囲みがあり，ともに酒屋の屋号を示すと思

われる通徳利。丹波焼か。

　Ⅰ1023は素焼きの小壺で，草花紋らしい模様が墨書で描かれる。Ⅰ1024・Ⅰ1025は鍋で，

Ⅰ1025の内面には，口縁端部に呉須が巡る皿か鉢が融着している。Ⅰ1026はほぼ完形の土

瓶で，白化粧に上絵をつけ，呉須で「大佛」と書く。Ⅰ1027は完形の土瓶の蓋で，呉須で

書いた文字は「鞍馬」か。つまみは犬を模したと思われる。Ⅰ1028の鍋の蓋の文様は，鉄

秞の秞剥ぎ部に飛び鉋で，最後にイッチン描き。Ⅰ1029～Ⅰ1033はいずれも京・信楽系の

灯火具。Ⅰ1029・Ⅰ1030は完形でⅠ1032もほぼ完形。Ⅰ1034は京・信楽系の柄杓で，内面

の体部中央に鉄秞の圏線が一筋めぐる。乳白色を呈し京・信楽系と思われるⅠ1035は火鉢

だろうか。Ⅰ1036は瀬戸・美濃系の完形の一輪挿し。Ⅰ1037は黒秞流しの大甕の底部。Ⅰ

1038は，頂部外面のみに透明秞がかかる京・信楽系の焼き物。瓶に詰める栓だろうか。Ⅰ

1039は明るく赤みがかった焼締め陶器の鉢。

　Ⅰ1040～1094は磁器。Ⅰ1040～Ⅰ1052は染付の盃でⅠ1040～Ⅰ1042・Ⅰ1051は完形。Ⅰ

1040・Ⅰ1041は組物で，底部は巴高台で，外面裏側には唐代の高適が詠んだ漢詩の一節「世

上漫相識　此翁殊不然」に続いて「山亦製」の計13字が書かれる。Ⅰ1042は，外面に「賣

茶翁詩」として，江戸中期の煎茶の中興の祖が詠んだ七言律詩が書かれる。Ⅰ1043は五言

律詩。Ⅰ1044はⅠ1045と組物で，外面裏側に「年々□々花相似」（□は延か）とある。唐

代の劉希夷の漢詩の著名な一節「年々歳々花相似」とは異なるかもしれない。Ⅰ1046の底

裏には清水七兵衛の銘がある。Ⅰ1048～Ⅰ1050は外面・底裏は無文。Ⅰ1050は提灯に「河

…松」とある。Ⅰ1051は一回り小さい盃。口縁を欠くⅠ1052の盃は底裏に「清風」の銘が

ある。19世紀前葉以降の清風与平のものだが，何代目かはわからない。

　Ⅰ1053は染付小杯。Ⅰ1054～Ⅰ1056は色絵の椀。Ⅰ1054の口縁は端反り気味。Ⅰ1057～

Ⅰ1059は端反りの染付小杯でⅠ1058とⅠ1059は組物。Ⅰ1060も端反り小杯だが，Ⅰ1061と

同じく上絵の色絵付けをしている。Ⅰ1062はたこ唐草文の小椀で，Ⅰ1063～1068は筒形な

どの小椀。Ⅰ1064とⅠ1065は組物で，呉須で，安芸広島藩の浅野家の家紋として知られる

丸囲みに違の鷹の羽紋を，描き方を変えながら 3 単位に配する。竹を模したⅠ1068は白磁

で，口縁上端に鉄秞がめぐる。

　Ⅰ1069～Ⅰ1073は染付の椀。Ⅰ1073はⅠ1062と意匠を共有する。Ⅰ1074・Ⅰ1075は染付

の鉢。Ⅰ1074は口縁端部に斜位の細い切り込みを密に入れてさざ波状にし，高台は畳付に

近 世 の 遺 跡
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図１０５　南北溝出土遺物⑶（Ⅰ1040～Ⅰ1068磁器）
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図１０６　南北溝出土遺物⑷（Ⅰ1069～Ⅰ1082磁器）
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太く短い切り込みをめぐらせるとともに側面には 4 単位の凹点を付す。内面文様は向日葵

や太陽などが南国風に描かれており，東南アジアからの輸入品かもしれない。Ⅰ1075はⅠ

1067と意匠を共有する。

　Ⅰ1076～Ⅰ1082は皿で，Ⅰ1076・Ⅰ1077は底部が蛇の目凹形高台。Ⅰ1079は木の葉形の

手塩皿。型打ちのⅠ1081・Ⅰ1082は白磁。Ⅰ1083～Ⅰ1086は蓋。Ⅰ1083は雲間を駆ける龍

を 3 単位に配する。Ⅰ1087・Ⅰ1088は鶴首瓶。Ⅰ1089・Ⅰ1090は段重。Ⅰ1091は小壺形容

器で蓋受けがある。Ⅰ1092は合子の蓋。Ⅰ1093は器形がわからないが，庇状の口縁は120

度ほどの角度をなすので，俯瞰が六角形になると思われる。大型の鉢だろうか。Ⅰ1094は

青秞の一輪挿しで，京・信楽系の陶器一輪挿しに似る。

　Ⅰ1095は青みがかった曇りガラスの瓶。Ⅰ1096～Ⅰ1113は玩具類で，Ⅰ1096～Ⅰ1102は

ミニチュア。Ⅰ1096・Ⅰ1097は土師質で，Ⅰ1097の焜炉形の底裏の刻印は山を冠にして「中」

図１０７　南北溝出土遺物⑸（Ⅰ1083～Ⅰ1094磁器，Ⅰ1095ガラス製品）
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図１０８ 南北溝出土遺物⑹（Ⅰ1096・Ⅰ1097土師器，Ⅰ1098～Ⅰ1101軟質陶器，Ⅰ1102陶器，Ⅰ1103
～Ⅰ1108伏見人形，Ⅰ1109～Ⅰ1112芥子面，Ⅰ1113玩具成形具，Ⅰ1114土製円盤，Ⅰ1115～
Ⅰ1118窯道具か）
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とある。Ⅰ1098～Ⅰ1101は軟質陶器でⅠ1100以外は施釉。Ⅰ1102は白化粧に色絵している

急須形の陶器。Ⅰ1103～Ⅰ1108は伏見人形。Ⅰ1109～Ⅰ1112は芥子面。Ⅰ1113は伏見人形

の僧侶の型。Ⅰ1114は土師質の円盤で，上面が 5 弁の蓮華文のような意匠で，中央の穿孔

部には鉄の細棒が錆び固まっている。Ⅰ1115は焜炉に用いた目皿ないし窯道具。同様に多

孔の土製品であるⅠ1116～Ⅰ1118は，厚さが 3 ～ 4 ㎝に達し被熱が顕著なので窯道具と思

われる。

　南北溝からはこれらを含め，陶磁器類や瓦が整理箱20杯分出土している。瓦の大半は桟

瓦の破片で，褐色に近い色調を呈するものがかなり目立つ。燻されて黒みがかる通常の桟

瓦とは色調以外に異なる点が見られないことから，被熱して変色したと思われる。このよ

うに変色したと思われる瓦は，本調査区ではこの南北溝以外からはあまり出土せず，南北

溝に切られる瓦溜ＳＸ 3 でも，出土した瓦は燻されたものばかりである。

瓦積み遺構にかかわる近世瓦の刻印　　瓦積み遺構ＳＸ 6 に積まれていた近世の瓦の中

には，刻印をもつものが多数確認された。それらを示したのが，図109と図110である。Ｓ

Ｘ 6 だけでなく，大溝ＳＤ 2 やＳＤ 2 内の瓦破片集中部ＳＸ 7 から出土したものもあるが，

これらの遺構についてもＳＸ 6 に関連するものとして扱うことができる。ＳＤ 2 から出土

したものは図109－ 6 ・ 7 ・ 9 ・12・23・図110－ 2 であり，ＳＸ 7 で出土したものは図

109－15である。

　刻印の位置については，基本的に桟瓦や平瓦の端部に捺されたものが多い。それ以外に

は，瓦の凸面（図109－ 2・8・17・21・23・図110－ 1・5・6・11）や丸瓦の玉縁部（図

109－ 5 ），軒平瓦の瓦当文脇（図109－16・18・19・図110－12）に捺されたものもある。

なお，本調査区出土の近世瓦の刻印については，大学構内のほかの調査地点のものとあわ

せ前年度の年報で紹介し，周辺の遺跡や地域における類例も示したため，そちらも参照い

ただきたい〔内記2018　pp.108－12〕。

　刻印は大きく 5 種類にわけられる。①花文様のもの，② 1 字を円形で囲ったもの，③ 1

字を方形で囲ったもの，④ 2 字を方形で囲ったもの，⑤ 5 字以上の文字を方形で囲ったも

のである。

　①には四弁のものと九弁のものがある。②には「へ」「ハ」「十」「弥」「元」「大」「極」

「市」「長」などの，文字が読みとれるもののほかに，判読不明のものがある。なお，「ハ」

の字として示したものは「ヘ」字である可能性がある。例外的に，「九」字を楕円で囲っ

たものもある。③には「治」「彦」と判読不明のものがある。基本的に刻印の文字は陰刻
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されるが，陽刻されたものもある（図109－23）。④には「昆太」「□八」「大□」を縦書き

で陰刻したものと，「甚私」を横書きで陽刻したものがある。なお，「昆太」は「日比太」

の 3 字である可能性もあり，また，「□八」「大□」「甚私」は 3 字以上である可能性もある。

⑤には「御用／京大佛瓦師／井上三右衛門」・「□□大佛住瓦師／西村彦右エ門尉」・「大佛

瓦□（屋？）／江川喜兵衛」・「大ふつ／次郎」・「□（大）ふつ／□（又）左衛門」・「大ふ

つ／□（右？）□□」・「京深草瓦師／平岡作兵衛」・「深草瓦師／□□□□」・「ふかくさ／

長左□□」がある。「大ふつ」の「つ」字であると思われる断片もみつかっている。「大仏」

や「ふかくさ」の語は，京都産の瓦であることを明示する。

近 世 の 遺 跡

図１０９　瓦積み遺構にかかわる近世瓦の刻印⑴　縮尺1/1
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図１１０　瓦積み遺構にかかわる近世瓦の刻印⑵　縮尺1/1
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　 7 　小　　　結

　⑴ 近世までの堆積環境

　花崗岩粒と堆積岩粒から成る第 9 層の下層砂礫層群は，下部の堆積からは遺物の出土が

ないので時期を推定できないが，調査区西壁では，上部の粗砂層の下位に堆積したシルト

層（第 9 '層）の最下部で火山灰様の堆積物を確認した（図版 5 － 6 ）。東方の岡崎遺跡で

は，旧石器時代に降灰した姶良Ｔｎ火山灰（ＡＴ）の一次堆積層が確認されている〔池田・

石田1972，竜子2005など〕。京大構内遺跡では，ＡＴ降灰層は確認されていないが，本調

査区の北東1.5㎞，吉田本町遺跡北辺から北白川追分町遺跡南辺にかけて，土壌化層中に

ブロック状の堆積で縄文時代早期末のアカホヤ火山灰が認められる〔長戸ほか1997，笹川

ほか2015〕。これらのアカホヤは，本調査区で検出した火山灰と思われる堆積物と異なり，

おもに淡橙色ないし黄褐色を呈するとともに，粒子もより細かく感じられる。京都盆地内

では，現標高から 2 ｍ程度の掘削深度で目視できるほどの堆積量になる火山灰は，ＡＴと

アカホヤ 2 種類に限られると言って良いだろうから，本調査区の西壁断面で確認された当

該堆積物は，分析を経てはいないものの，アカホヤではなくＡＴと考えたい。

　この火山灰様の堆積物は，下層砂礫層下部（第 9 ｂ層）との層理面近くで，斜面堆積の

ように緩い南下がりの状態で堆積しているが，第 9 '層と第 9 ｂ層との層理面も，同程度

に南下がりの傾斜となっている。また，第 9 '層の最下部は，火山灰と思われる堆積物の

周辺も含めて有機質の分解が進んでいない紫灰色を呈する。こうしたことから，ＡＴと想

定されるこの堆積物は，低湿地状の環境下での降灰状態（一次的な堆積）を保っている可

能性もある。なお，本調査区の北方500ｍの154地点では，標高約49ｍ～51ｍに厚さ 2 ｍほ

どのシルト層の堆積があり，その上半部の堆積物の火山ガラス分析で，上部約20㎝がアカ

ホヤの降灰期ないしその直後頃に比定されるもののそれ以深にはアカホヤを含まずにＡＴ

が確認されている〔竹村・壇原1988，清水1991〕。154地点は，およそ29000年前とされる

ＡＴ降灰以降，縄文前期ないしそれ以降まで滞水域だったと思われるが，本調査区は，Ａ

Ｔ降灰期には陸域に近い低湿性の堆積環境だったのだろう。

　その後の堆積環境については，調査区東半では，第 9 層上部には縄文時代前期から弥生

時代頃までのやや摩滅した先史時代の遺物が多く含まれ，それ以下でもシルトなどの細粒

分の堆積は部分的に薄く見られる程度のようなので，先史時代は流路の一部だったと思わ

れる。先史土器の主体を占めるのは縄文後期前半の北白川上層式である。北東300ｍあた

小　　　　結
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りには縄文後期の聖護院遺跡が位置し，それに西接する聖護院河原町遺跡には，278地点で，

東から流れてきた白川系の流路の堆積物中にあまり磨滅していない多量の北白川上層式が

包含されていたことから〔千葉ほか2007〕，本調査区の縄文土器の多くは聖護院遺跡での

活動に由来する遺物の再堆積と考えられる。しかし，縄文土器が包含される砂層には堆積

岩の比率が高いので，これらの土器は，白川系流路が本調査区の上流で高野川と合流した

後にもたらされたことになる。

　それ以前の前期末・中期後半・後期初頭の土器については，近辺には遺跡が知られてい

ないが，聖護院遺跡から北東1.5～2.5㎞上流にはその時期の北白川小倉町遺跡や北白川追

分町遺跡があるので，そこから高野川系流路を経て再堆積したと思われる。ただし，比較

的大きな破片である後期初頭の中津式土器（Ⅰ26）は，茶褐色を呈し角閃石が目立つ胎土

で搬入品の可能性があること，その時期には聖護院・吉田・北白川の地でもほとんど遺物

が出土していないことから，賀茂川流域など別の水系の遺跡に由来するかもしれない。

　古墳時代以降は，白河街区の営まれた平安時代後期より前までは，遺物は出土量がわず

かだが，第 9 層ではなく中近世の包含層や遺構埋土から出土するので，それまでの流路は

本調査区外へ移動したと思われる。平安後期のこの一帯は，白河街区に含まれており，南

西100ｍあたり（図 2 のＡ・Ｂ地点）でその時期の基壇や溝も確認されているように〔上

村1983，伊藤・網2011〕，安定的な陸域の一部だったろう。

　もっとも，本調査区の西部では，第 9 '層を削った粒径10㎜前後の礫を多く含む第 9 ａ

層の中位に，中世の擂鉢破片が堆積していることから（図版 5 － 4 ），中世前半期には高

野川系流路の強い流れが本調査区に及んだことを指摘できる。ただし，第 9 ａ・ 9 '層に

掘り込まれた不整形土坑ＳＸ17では，底面に近い標高44ｍ前後でも 1 段撫でＦ類の15・16

世紀の土師器が含まれ，埋積した第 8 層にはそうした土師器細片とともに平安後期から中

世の多量の瓦が包含されていることから，高野川系流路の浸入は，この一帯をひろく覆い

尽くし瓦葺き建物を壊滅させるほどではなかったろう。このＳＸ17には，16世紀頃までに

も粒径数㎜程度の砕屑物をもたらすたびたびの水流がおよんで部分的にその自然堆積をと

どめており，湿地ないし池のような窪地として滞水域がひろがっていたことを物語る。

　⑵ 白河北殿と粟田宮

　平安時代後期の京都を舞台とする軍記物語の『保元物語』は，大炊御門末の北，鴨川の

東，春日末の南に，白河北殿が所在したことを伝える。また，保元の乱に際して北殿が焼

失した後，その跡地には白河千躰阿弥陀堂や粟田宮が造立されたとされる。今回の調査地
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点の西隣にあたる一帯はまさに，これらの白河北殿や粟田宮などの跡地と推定されてきた

〔川上1977　pp.11－13〕。

　白河北殿は，元永元年（1118）3 月に白河泉殿（南殿）の北に造営された。大治 4 年（1129）

には改造の手が加えられたこともわかっている。天養元年（1144） 5 月に焼失したが，同

年10月に再興された。最終的に白河北殿が焼亡したのは，保元の乱のさなか，保元元年

（1156） 7 月11日のことであったとされる〔杉山1981　pp.124－25〕。

　保元の乱後の平治元年（1159）には戦場跡に，平清盛の寄進により白河千躰阿弥陀堂が

造営された。また，同地には寿永 2 年（1183）に崇徳院と宇治左府頼長の霊をしずめる目

的で粟田宮がつくられた。宮は康元元年（1256）の焼失後に再建されたが，応仁の乱に際

し，応仁 2 年（1468）に再び焼失し，その後は復興されなかった〔川上1977　pp.12－13〕。

　これまでの，白河北殿や粟田宮にかかわる発掘調査をみておこう（図 2 参照）。1980年

と1981年に，本調査区から西南西へ100ｍほどの，白河北殿の南端に位置すると思われるＡ・

Ｂ地点で，京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査がおこなわれた〔伊藤・網2011　

pp.67－69，上村1983　p.54〕。Ａ地点の調査では東西方向にはしる基壇と，それに伴う東

西方向・南北方向の溝，そして，集石遺構が検出された。基壇は平安時代後期につくられ，

室町時代まで存在したことがわかっている。また，Ｂ地点の調査では，平安時代後期のも

のと考えられる建物の基壇がみつかった。

　そして，本調査区から西北西へ200ｍほどのＣ地点においても1992年に発掘調査がおこ

なわれ，池の跡がみつかった。北殿内に築かれた園地の一部である可能性が指摘されてい

る〔吉崎1995　p.45〕。2007年度の近隣での立合調査においても，平安時代後期の軒平瓦

がみつかっている〔吉本2008　p.29〕。本調査区から北西へ300ｍほどの京都大学病院構内

の19地点においておこなわれた1976年の調査では，池状の遺構の存在が確認され，また，

室町時代後期以降の回廊様の遺構も検出された〔岡田1977　pp.45－52〕。本調査区から北

西の一帯で，北殿にかかわると思われる池の痕跡が広範囲にわたってひろがっていたこと

や，中世に至るまで同地に大型の建造物が存在したことがわかる。

　白河北殿比定地の東部では，すでに熊野構内の49地点で1978年に試掘調査がおこなわれ

た〔岡田1979　pp.43－46〕。平安時代後期の溝や瓦がみつかったことから，北殿のひろが

りが寮の東側にまで及んでいた可能性は十分に考えられたが，本格的な発掘調査がおこな

われたのは今回がはじめてのことである。

　ところが，今回の調査で平安時代の遺構と判断できるものはみつからなかった。そのた

小　　　　結
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め，同地が白河北殿の範囲内にあったという積極的な証拠を示すことはできない。ただし，

調査区内からは平安時代後期の瓦を含めた古代の遺物がまとまった量出土した。これらの

遺物はやはり，白河北殿に関連づけられる遺物の可能性が高い。

　また，今回出土した古代から中世の瓦には，中央官衙系第Ⅲ期（12世紀前半），第Ⅳ期（12

世紀中葉），第Ⅴ期（12世紀後半～13世紀初頭），常磐仲ノ町集落遺跡ＳＸ－ 8 の時期（13

世紀前半），「大覚寺御所跡」第Ⅱ期（13世紀中葉～14世紀初頭）のものと考えられるもの

が含まれていた〔上原1978，1995〕。出土瓦すべてについての年代を考察することはでき

なかったものの，今回出土した瓦には，複数の時期に渡ってつくられたものが含まれてい

るようである。上述のように，本調査区の近隣では古代の末期から中世にかけて白河北殿

や千体阿弥陀堂，そして粟田宮などの建立や再建がおこなわれたと考えられている。今回，

複数時期にわたる瓦が出土したことは，これらの動きに関係するかもしれない。

　これらの瓦のうち，とくに注目すべきものとして， 2 点みつかった平安時代後期の鬼瓦

があげられる。鬼瓦は，ほかの多数の瓦とともに調査区の西南部から出土した。15・16世

紀頃まで使われたと考えられる不定形土坑ＳＸ17やその東を南北方向にはしる溝ＳＤ45，

集石ＳＸ20などがその関連する遺構である。廃棄時期から考えると，これらの遺構の廃棄

は応仁の乱による粟田宮の廃絶に関係する可能性がある。

　鬼瓦は一般的に仏教寺院の屋根を飾る目的でつくられた。この時期のもので同地にかか

わる仏教建築としては平清盛の造進による千躰阿弥陀堂が知られるが，今回みつかった鬼

瓦をはじめとする瓦類は，この阿弥陀堂を飾ったものである可能性はないだろうか。そう

であるとしたら，阿弥陀堂が北殿の所在した範囲の中でも東寄りに建立されていた可能性

を示すこととなろう。

　なお，先に平安時代にさかのぼる遺構はみつからなかったとしたが，東北隅の近代の攪

乱ＳＫ 1 からは平安時代後期にさかのぼる遺物がまとまった量みつかっている。この場所

に古代にさかのぼる遺構が存在したのであろうか。その周辺でみつかった，13世紀前半頃

まで使われたことがわかっている集石ＳＸ16や井戸ＳＥ 8 なども，古代から使われていた

ものかもしれない。

　⑶ 江戸時代の土地利用

　調査区西南部の窪みは江戸時代後期までには埋まり，滞水域だったところも恒常的に乾

地化したようで，ＳＸ17をはじめとする落ち込み地形は，南落ち・西落ちの段差をともな

う耕地に組み込まれる。基盤層はおよそ砂礫層であり，その直上の堆積も黒灰色土（第 4
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層）など粘質土ではないので，保水力が低かったはずで，緩く西に下がるこの地は，段々

畑だったと推測できる。江戸前期の遺物がほとんどないことから，江戸後期の農耕地開発

まではあまり利用されなかったかもしれないが，19世紀には，西段差の際が通路として機

能するほどになる。黒灰色土が堆積し，19世紀中葉でもまだ段々畑だったようだ。このこ

とは，富岡鉄斎がおそらく1850年代前半頃の少年期に聖護院村で過ごした時の記憶に基づ

いて描いた“略図”（図111－ａ）で，「丸太町」とある道を，今の丸太町通に重ねてみた

ときに（図 2 ），本調査区の北部あたりが「大根畠」とあることにも符合する。

　こうした土地利用が転換したことが，東西方向の大溝ＳＤ 2 からうかがえる。砂地の第

9 層深くまで達し，規模が大きく急角度で立ち上がる溝で，埋土は，粘土質で細砂層を介

在する最下部と，粘土ブロックや礫とともに多量の遺物が入る上半・下半との 2 単位に分

離できた。南北両側の壁際に杭列を設けていたことと，最下部の直上には腐朽した板状の

有機質が出土していること，そして最下部の埋土の特徴から，当初は壁面の砂礫層の崩落

を防ぐ土留め施設を備えた空堀として機能していたと推定できる。この大溝は，少なくと

も東段差による旧来の区画を解消したに違いなく，農耕用ではなく新たな土地区画用と判

断すべきだろう。鉄斎の略図に反映されても良さそうな規模と性格を備えた遺構だが，そ

の略図には見られないことから，掘削は1850年代以降と考えたい。

　さらには，調査区南部と北部の土師器埋納遺構ＳＰ35・ＳＸ 8 は，ともに地鎮にともな

うと判断でき，同様に土地利用の変化を物語る。北部のＳＸ 8 の南西で検出された，家の

屋内ないし戸外に埋納されることが多い胞衣壺の埋納遺構ＳＸ 9 を，ＳＸ 8 と相関関係に

あるとみなせば，調査区の北側に，男子の誕生を見た家が建っていたことになろう。また，

大溝ＳＤ 2 では，その後，埋土中に構築された瓦積みＳＸ 6 が北壁際の杭列の上に位置す

ることに加え，当初の北壁は溝底から数十㎝の高さで北側にひろげられていることから，

空堀が，埋め立てられつつ瓦積みの構築に合わせて北壁は拡幅されたと思われる。埋め立

ては，埋土の状況から，短時間のことと推測できる。その時期は，包含遺物に照らせば，

「子正月」・「料理」の墨書がある鉢が出土しているので（Ⅰ781），1850年以降の子（ねず

み）年ならば，嘉永 5 年（1852）か文久 4 年（1864）と考えられるものの，明治初年の作

ともいわれる「青雲山」の刻印のある陶器〔加藤編1972〕も複数出土しているので（Ⅰ

878・Ⅰ879・Ⅰ883），1864年以降と言える。このほか，調査区東南部で第 4 層の上位に堆

積する，淘汰が悪く砂礫の間に空隙が目立つ砂礫層（第 3 層）も，自然堆積ではなく人為

的な堆積と判断できるので，こうした一連の開発のなかで，持ち込まれたのだろう。

小　　　　結
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　⑷ 阿波徳島藩邸に関して

　本調査区の一帯を含めた聖護院村では，『京都坊目誌』上巻之二十七によれば，文久 2

年（1862）に南部藩や阿波藩，越前藩や彦根藩が藩邸のための土地を得て，大建築も見ら

れたが，明治に入って廃絶されて再び民有の耕地になった，とされる。そして，幕末の絵

図によると，本調査区は，阿波徳島藩の京屋敷と重なる部分を有する可能性が高いことが

うかがえる。ここで，鴨東の阿波藩邸について検討しよう。

　幕末の京都には，諸大名が京屋敷を増設し，各地から多くの藩士がやってくるが，とく

に文久 3 年 3 月に将軍家茂が上洛することもあって，それに際して藩士の滞在場所を確保

するべく，洛外に敷地を得た藩は少なくないようである。そうした中で，阿波徳島藩主の

蜂須賀斉裕は，文久 3 年の 4 月に幕府から京都守衛を命じられる〔松本2008〕。斉裕は文

久 4 年（1864）の正月を京都で迎えていたほどだが，徳島藩への京都守衛の御内勅は，半

年先立つ文久 2 年閏 8 月にあった〔徳島市立徳島城博物館1997〕。その間に原版が発行さ

れている「文久三年癸亥三月梓行御旅館御屋敷方角畧図」には（図111－ｂ），鴨川の東，

聖護院の南南西の，南限は二条通に接し北限は丸太町通のやや南になる空間に「阿州ヤシ

キ地」とある。これは，本調査区と重なる部分がある可能性を有する。

　この絵図には「○印御旅館　▲印御屋敷」と凡例があるが，「阿州ヤシキ地」は，この“畧

図”では例外的に，「ヤシキ」ではなく「ヤシキ地」と記されているとともに，○▲いず

れの印も打たれていない。東方の南禅寺も阿波藩士の「旅館」となっていたくらいだから，

図１１１ 幕末頃の本調査区周辺　左方北（ａ聖護院村略図、ｂ御旅館御屋敷方角畧図、ｃ京町御絵図
細見大成）
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この「阿州ヤシキ地」は，阿波徳島藩の土地ではあっても建物がまだなかったのかもしれ

ない。いずれにしても，京都守護の役職に応えるために，御所の南西に所在している従来

の阿波藩屋敷では収容しきれない数の藩士を，常駐させる土地が必要だったのだろう。同

じく文久三年と記されている「文久三年御諸藩預場並御屯図」でも，聖護院の南西，熊野

神社から丸太町通を挟んで南に「阿州」とある。

　文久 4 年に改元があって元治となった元治元年（1864）の「大成京細見絵図」によれば

将軍上洛後でも京屋敷を 2 箇所以上保有した藩は少なくないようだが〔鎌田1974〕，阿波

藩も，洛中の屋敷だけでなく，鴨川の東に「阿波ヤシキ」をとどめる。洛外の鴨東ではこ

のほかに，例えば土佐藩や尾張藩が屋敷を構えたことが，絵図だけでなく発掘調査でも確

認されている〔浜崎ほか1995，伊藤・梶原2007〕。同じく元治元年の，七月十九日のいわ

ゆる蛤御門の変による元治の大火の被災範囲を示した「元治大火図」でも，洛中の被災域

に「アハ」と書かれた阿波藩の京屋敷が入っている一方で，鴨東にも「アハ」とあって，

もう一つの京屋敷があったことがわかる。

　その 4 年後の慶応 4 年（1968）の「京町御絵図細見大成」は（図111－ｃ），それまでの

絵図と比べて鴨東の描画精度も向上しているが，この絵図では，洛中にあった阿波藩邸の

地点に阿波を示す表記は見られない一方で，鴨東の徳島藩邸は「阿州屋敷」と書かれてい

る。鴨東にある諸藩の藩邸の中では屈指の広さを持つようで，藩邸の形状も複雑化して描

かれている。北縁を東西にはしる区画を見てみると，北の丸太町通までには富岡鉄斎の略

図にもあった梅林を介している点は同様だが，東部だけわずかに北側に張り出しているこ

ともわかる。この「京町御絵図細見大成」でも，鉄斎の略図と同様に，かつての熊野神社

は，丸太町通を参道とするかのようして通りの東端に位置して，敷地は現在（図 2 ）より

も南に広いが，その西南角の斜向かいが「阿州屋敷」の東北角となる。そして，この絵図

に描かれた阿波藩京屋敷の周辺の地割りなどを現代のそれに照らすと，本調査区が屋敷の

東北部分と重なる部分が大きいと思われる。

　本調査区で検出した幕末期の遺構で阿波藩邸との関わりをうかがわせるのは，東北部の

東西大溝ＳＤ 2 と，それを北限として東壁際を南にはしる南北溝である。掘り込み面が削

平されていてＳＤ 2 と南北溝との切り合いは不明だが，どちらの溝も，規模が大きく急角

度で立ち上がり，水が常時流れたような痕跡はないことから，農耕用の水路ではなく土地

区画用の堀と判断できる。両者は，埋め戻し土の方向，包含遺物の内容および下限年代，

第 3 層との新旧関係，といった相違から，埋没時期では南北溝が新しいに違いないが，底

小　　　　結
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面の標高も同様なので，ＳＤ 2 が埋め立てられるまでには南北溝が掘削されていた可能性

は否定できない。少なくとも，南北溝の北限の残存部がＳＤ 2 の南肩とほぼ接するくらい

で急激に立ち上がることから，南北溝は，ＳＤ 2 を意識して掘削されたとみなせよう。

　出土遺物を見てみると，どちらの溝も幕末期の遺物を多量に含み，とくにＳＤ 2 からは，

大皿（Ⅰ886）や大鉢（Ⅰ895・Ⅰ896），組物となる大ぶりの鉢（Ⅰ780・Ⅰ781）など大所

帯用と思われる陶器も出土している。その鉢には，文久 4 年（1864）と判断すべき年の正

月の料理にかかわる旨の墨書があった（Ⅰ781）。京都守衛を務める藩主の蜂須賀斉裕が京

都で迎えた正月であり，多数の藩士が京都に来ていた可能性が高い。しかし，陶磁器でも

瓦でも，徳島藩とのつながりが直接的に示される様相ではない。

　ＳＤ 2 の埋土中に構築された瓦積み遺構ＳＸ 6 では，蜂須賀家の家紋瓦が瓦当面を上に

向けて出土したが（Ⅰ1002），阿波藩との関わりを支持する瓦はこれ以外にない。むしろ，

刻印をもつ瓦の多くは京都産を示すほか，家紋瓦には土佐藩と関わりを示すものもある（Ⅰ

1001）。陶磁器でも，徳島の城下町で特徴的に出土するしめなわ文をもつ陶器椀は，本調

査区では確認できていない。大阪湾岸の遺跡からは甕などの大型品が出土する大谷焼も〔日

下2002〕，出土していない。南北溝からは，珉平焼の皿・鉢が出土したが（Ⅰ1017～Ⅰ

1019），珉平焼は大谷焼の小物類と異なって京都でも散見できるので，この溝を阿波藩邸

の堀と決定づけるほどの出土量ではない。むしろ，南北溝からは，安芸広島藩主の浅野家

の家紋をもつ筒形椀が組物として出土したほどである（Ⅰ1064・1065）。

　鴨東に幕末に営まれた他藩の屋敷では，土佐藩邸でも尾張藩邸でも地元産の瓦を持ち込

んでいることが出土品から判明していることに照らしても〔浜崎ほか1995，伊藤・梶原

2007，内記2018〕，動産資料の産地という観点からは，本調査区が阿波藩邸に含まれてい

たことを積極的に支持できる状況ではない。それでも，不動産である遺構の，性格や年代，

検出位置に照らせば，南北と東西の大溝が阿波徳島藩邸の区画ではなかったとすると，掘

削された背景や効果を説明しがたい。また，溝に投棄された大皿や大鉢，大ぶりの組物の

鉢が使用される環境は，農村である聖護院村の庶民生活からは理解しがたく，大きな屋敷

を構える身分と居住者数に相応しいものである。以上のような遺構・遺物の状況に鑑み，

ＳＤ 2 と南北溝を絵図を頼りにして解釈するならば，両者は阿波徳島藩邸の区画の堀だっ

た，と考えたい。本調査区が阿波藩邸の東北部であれば，屋敷地は西および南にひろがる

ので，周辺での今後の発掘成果を注視する必要があろう。
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　⑸ 瓦積み遺構ＳＸ 6

　空堀だった大溝ＳＤ 2 の埋土中に築かれたこの特殊な遺構ＳＸ 6 は，レンガをともなわ

ない一方，「青雲山」の刻印をもつ陶器が複数出土したので，構築時期は1860年代後半以

降である。構成する瓦は，桟瓦片が多い一方で丸瓦の比率も低くなく，また，同種の瓦の

中でも法量や部分形状に違いがあるので，一棟の建物のみから回収したはずはない。さら

には，鬼瓦が多様なので，一つの屋敷地のみから回収されたとも考え難い。冠瓦や棟込瓦，

大型の鰭瓦などは，社寺仏閣や裕福ないし高貴な身分の家の建造物に用いられたことを物

語るから，洛中の社寺仏閣や家屋の取り壊しに際して，回収されたのかもしれない。

　元の空堀の北壁際の杭列ラインを踏まえて構築された瓦積みは，上面が標高45.6ｍであ

る。近くで同じ層準で検出された埋納遺構ＳＸ 8・9 の底面標高よりも10㎝ほど低いので，

旧地表からは20㎝は低い位置になり，基底では70㎝ほど低くなる。基底は，ＳＤ 2 北壁の

北側への拡幅時の底面と同程度の標高になることに加え，北面北側で瓦積み基底あたりの

レベルから出土した大破片と上面出土破片との接合関係（表 1 ：ＳＸ 6 －145）から，拡

幅は瓦積み作業用だったと思われる。瓦積みの隙間には乾いた泥土が堆積していることが

あるのに対し，そうした泥土堆積は背後の裏込めにも前面の北壁との間の埋土にもほとん

ど見られなかったので，その作業空間は，瓦の積み上げ後には，水が溜まるような状況だ

ったことになる。また，泥土に生じていたひび割れは，含水後の乾燥による収縮を物語る

ので，前面に溜まる雨水は都度々々に排水されたのだろう。瓦がやや北上がりに重ねられ

ていたことも考慮すると，瓦積みは北側の往来を意識した作品と思われる。

　この瓦積みは，瓦と瓦の間には，安定を図って小石などを噛ませるが空隙に意図的に粘

土を詰めるようなことはしていないのに対して，南側の裏込めには，周囲に堆積が見られ

ない粘土ブロックを瓦積みの東西よりも多く投入して，地盤強化を意図したようである。

瓦積みの構築された大溝ＳＤ 2 が徳島藩邸の堀ならば，そして瓦積みがまだ藩邸があった

頃の所産ならば，敷地の境界にそうした造作を試みていることから，瓦積みのすぐ南側，

東面の南端以南に，門のような入口を設けて，瓦積みをまたぐように通行していたのかも

しれない。元治の大火で被災した洛中の屋敷の機能を引き継ぐべく，様変わりしたのだろ

うか。その一方で，棟端瓦が周到に配置されるなかで，鬼瓦は角を欠いた状態で瓦正面を

土中に隠して据えている点に，瓦積みの製作者の特別な意図がうかがえる。この遺構は，

屋敷地の東北部，鬼門に位置するが，「京町御絵図細見大成」では屋敷地の北のラインは

東端が北側に不自然に張り出しているので，鬼門に関わる施設の一部とも考え得る。
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　明治初期の藩邸廃絶後に聖護院村の村民が周辺の藩邸跡の大建築から回収して構築した

可能性も棄却はできないが，単に積み上げるだけならば，北壁を拡幅してまで当初の北壁

ラインを踏襲せずに堀の中央付近に構築すればよい。いずれにせよ，この瓦積みは，含水

で基盤が緩くなったことに因るのか，エリア 3 の鬼瓦（ 3 －36）より東側の東北角では，

鬼瓦の側面部の剥離や，北および東面での瓦の接合関係が示すように，下部が地盤沈下状

に土砂流出し，瓦が割れながら崩壊していったと推測できる。その後は，水が溜まったこ

とを示唆するような堆積は認められないので，埋め立てられたようである。

　最後に，ほかの遺跡で検出された同種の遺構と比較しよう。瓦が累重する江戸時代の構

造物として，近年に発掘調査された水戸城大手門や小田原城御用米曲輪で検出された，瓦

が高密度で配される瓦（積）塀が知られる〔水戸市教育委員会2018，小田原市2013〕。し

かし，ＳＸ 6 は，地表下に瓦を隙間なく積み上げていることから，とくに機能面で異質で

ある。あるいは，幕末の大坂や江戸には瓦積みの地下構造物の例がある〔大成1997〕。し

かし，それらは一辺 3 ｍほどの方形ないし長方形の土坑の 4 壁面に平瓦を積み上げた穴蔵

である。ＳＸ 6 は，多種多様な瓦を用いて屋外での往来を意識して積み上げており，とく

に目的面で，それらとも性格が異なろう。この瓦積み遺構の目的や機能を深く理解するた

めには，構成遺物のさらなる情報抽出と遺構それ自体のさらなる分析が課題となる。

　発掘および整理の調査では，長尾玲・西田陽子・杢佐和子が補佐し，新田宏子・河野葵・

田中恒輝・大淵赳亮・松本健宏の助力を得た。また，堆積について増田富士雄（本学名誉

教授），漆状有機質について桃井宏和（元興寺文化財研究所），瓦について上原真人（本学

名誉教授）・中原義史（福井県埋蔵文化財調査センター），胞衣壺について赤松和佳（伊丹

市教育委員会）・長佐古真也（東京都埋蔵文化財センター），墨の保存に関して高妻洋成（奈

良文化財研究所），徳島の陶器について日下正剛（徳島県立徳島科学技術高等学校）・中村

豊（徳島大学大学院社会産業理工学研究部），Ⅰ781の墨書の釈文について吉川真司（本学

文学研究科），瓦積み遺構について建石徹（奈良県地域振興部）・松尾信裕（大阪歴史博物

館）・山岸常人（本学名誉教授）・山本雅和（京都市埋蔵文化財研究所）の各氏に，それぞ

れご教示をいただいた。記して御礼申し上げます。

　本章の執筆は，第 1・2 章，第 3 章⑴，第 6 章⑵，第 7 章⑴・⑶～⑸を冨井，第 3 章⑵，

第 4 ・ 5 章，第 6 章⑴，第 7 章⑵を内記，第 6 章⑶を冨井・内記が共同でおこない，全体

を冨井が調整した。
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京都大学文化財総合研究センター規程

第 １ 条　この規程は，京都大学文化財総合研究センター（以下｢文化財総合研究センター｣という）の
組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

第 ２ 条　文化財総合研究センターは，文化財の調査･保存･活用に関する総合的教育研究を行うととも
に，京都大学敷地内の埋蔵文化財についての調査研究及びその保存のため必要な業務を行う。

第 ３ 条　文化財総合研究センターに，センター長を置く。
　 ２ 　　センター長は，京都大学の専任の教授をもって充てる。
　 ３ 　　センター長の任期は， ２ 年とし，再任を妨げない。
　 ４ 　　センター長は，文化財総合研究センターの所務を掌理する。
　 ５ 　　センター長に事故があるときは，あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代理する。
　 ６ 　　センター長が欠けたときは，あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。
第 ４ 条　文化財総合研究センターに，その重要事項を審議するため，協議員会を置く。
　 ２ 　　協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は，協議員会が定める。
第 ５ 条　文化財総合研究センターに，学際的教育研究拠点の構築に係る関係機関等との連携に関する

重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため，連携協議会を置く。
　 ２ 　　連携協議会の組織及び運営に関し必要な事項は，連携協議会が定める。
第 ６ 条　文化財総合研究センターは，次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
　　　　文学研究科
　　　　工学研究科
第 ７ 条　文化財総合研究センターに置く事務組織については，京都大学事務組織規程（平成16年達示

第60号）の定めるところによる。
第 ８ 条　この規程に定めるもののほか，文化財総合研究センターの内部組織については，センター長

が定める。

センター長	 センター教員
　吉井　秀夫（文学研究科教授）（2017．04．01～）	 　千葉　　豊
	 　伊藤　淳史
協議員会委員	 　冨井　　眞
　吉川　真司（文学研究科教授）	 　笹川　尚紀
　千葉　　豊（センター准教授）	 　内記　　理
　竹村　惠二（理学研究科教授）	 センター教務補佐員
　山岸　常人（工学研究科教授）	 　磯谷　敦子
　元木　泰雄（人間・環境学研究科教授）	 　柴垣理恵子
　岩崎奈緒子（総合博物館教授）	 　長尾　　玲
　	 センター事務室
	 　西本　幸江（文学研究科・事務室長）
	 　藤森　良祐（事務補佐員）
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表 ２　京都大学構内遺跡のおもな調査

（地点は図版 １ を参照，文献中「埋」は京大埋文研，
「調」は京大調査会，「文」は京大文総研をさす。）

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
1923 農 学 部 1･2 濱田　耕作 表 採・	

試掘
縄文土器，石
器

梅原23，島田
24

1924 農 学 部 不明 藤本理三郎 石棒 横山・佐原60
1929 大 阪 府

安 満
島田　貞彦	
水野　清一	
ほ か

発　　掘 弥生土器 島田・水野ほ
か29

1934 大阪府阿
武山古墳

梅原　末治 発　　掘 乾漆棺，玉飾
枕

梅原36

1935 北 白 川
小 倉 町

梅原　末治 縄文土器，石
器

梅原35

1956 農 学 部 3 羽館　　易 採　　集 縄文土器
1971 農 学 部 4 石田　志朗 採　　集 弥生土器 埋79
1972 農 学 部 5 採　　集 石棒 千葉13
1972 大 阪 府

安 満
小野山　節	
都出比呂志

事前発掘 1500 条里の溝 弥生土器 小野山・都出
73

建物をずら
し条里の溝
を保存

1972 追分地蔵 6 石田　志朗	
中村　徹也

事前発掘 600 弥生土器 石田ほか72，
伊藤99

1972 教 養 部 7 藤岡謙二郎 工事中採
集・実 測

縄文土器 藤岡73

1973 農 学 部 8 中村　徹也 事前発掘 13 瓦溜 縄文土器，瓦
（平安）

埋78ｂ 瓦溜埋戻し

1973 農 学 部 9 中村　徹也 事前発掘 600 縄文土器，土
師器

中 村73，第3
章

1973 植 物 園 11 中村　徹也 事前発掘 400 縄文後期甕
棺・配石遺
構

縄文土器 中村74ｂ，泉
77

甕棺・配石
遺構の移築
を決定

1974 農 学 部 12 中村　徹也 事前発掘 800 縄文土器 中村74ａ
1974 農 学 部 13 中村　徹也 事前発掘 800 縄文土器 中村75
1975 教 養 部 14 小野山　節	

中村　徹也
事前発掘 750 土師器，瓦，陶

磁器
小野山・中村
76

1976 農 学 部
ＢＥ33区

16 泉　　拓良 事前発掘 900 縄文晩期土
壙墓

縄文土器，土
師器，瓦

調77

1976 病 院
ＡＥ15区

19 岡田　保良 事前発掘 2200 古代・中世
溝，池，土器
溜

土師器，瓦，陶
磁器

調77，埋81ａ

1976 植 物 園
ＢＤ35区

29 吉野　治雄 保　　存 調77 甕棺・配石
の移築復元

1976 病 院
ＡＨ17区

34 泉　　拓良 事前発掘 200 近世溝，井
戸，集石

土師器，瓦 埋78ａ

1976 教 養 部
ＡＳ23区

35 吉野　治雄 試　　掘 10 溝 縄文土器，須
恵器

調77

1976 北 部
ＢＪ33区

36 宇野　隆夫 試　　掘 10 縄文土器 調77

1976 和歌山県
瀬 戸

丹羽　佑一 事前発掘 300 縄文時代土
壙墓

縄文土器，人
骨

埋78ａ

1977 病 院
ＡＦ14区

39 岡田　保良	
宇野　隆夫

事前発掘 800 古代護岸，
溝，井戸

土師器，瓦，陶
磁器

埋78ａ，埋81
ａ

1977 医 学 部
ＡＯ18区

41 泉　　拓良	
吉野　治雄

事前発掘 1200 中世溝，土
器溜，井戸

土師器，瓦，陶
磁器

埋79，梶原03

1977 北 部
電 気 管

43 吉野　治雄	
宇野　隆夫

立　　合 溝，土坑 須恵器，土師
器

埋78a
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京都大学構内遺跡のおもな調査

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
1977 教 養 部

ＡＱ23区
ＡＮ23区

48 宇野　隆夫 試　　掘 80 溝 弥生土器，土
師器，瓦

埋79

1977 白河北殿
比 定 地
ＡＡ18区

49 岡田　保良 試　　掘 40 溝 土師器，瓦，陶
磁器

埋79

1978 理 学 部
ＢＥ29区

54 岡田　保良
宇野　隆夫
吉野　治雄

事前発掘 500 弥生中期方
形周溝墓，
中世火葬塚

弥生土器，土
師器，瓦

埋79 火葬塚と方
形周溝墓を
現地保存

1978 農 学 部	
ＢＧ32区

55 泉　　拓良	
宇野　隆夫

事前発掘 100 縄文土坑，
古代溝，土
坑

縄文土器，土
師器

埋79

1978 北 部	
ＢＧ31区

56 泉　　拓良	
宇野　隆夫

事前発掘 650 縄文晩期埋
没林

縄文土器 埋80，埋85

1978 本 部	
ＡＷ28区

57 岡田　保良	
吉野　治雄

事前発掘 500 近世白川道 陶磁器，土師
器，銭貨

埋80

1978 本 部	
ＡＹ22区

60 泉　　拓良 立　　合 高野川旧河
道

埋79

1978 医 学 部	
ＡＮ19区

64 吉野　治雄 立　　合 井戸，溝 弥生土器 埋79，埋80

1979 北 部	
ＢＨ37区

66 吉野　治雄 試　　掘 46 土坑 土師器，須恵
器

埋80

1979 教 養 部	
ＡＭ24区

69 岡田　保良	
清水　芳裕

試　　掘 8 弥生土器，土
師器

埋80

1979 本 部	
ＡＺ30区

71 西川　幸治	
浜崎　一志

試　　掘 30 中世溝 土師器，瓦，瓦
器

埋80

1979 医 学 部	
ＡＰ19区

74 清水　芳裕	
五十川伸矢	
吉野　治雄

事前発掘 2776 中世溝，井
戸，土器溜

土師器，瓦，陶
磁器，旧石器

埋81ｂ

1979 本 部	
ＡＴ27区

75 五十川伸矢 事前発掘 400 奈良後期竪
穴住居，中
世土壙墓，
近世道路

土師器，須恵
器，白磁

埋81ｂ 竪穴住居跡
を現地保存

1979 北 部	
ＢＤ32区

79 泉　　拓良 立　　合 瓦（平安） 埋80

1980 本 部	
ＡＴ27区

89 泉　　拓良 事前発掘 115 近世道路，
堀

土師器，近世
陶磁器

埋81ｂ

1980 本 部	
ＡＸ28区

90 泉　　拓良	
五十川伸矢	
浜崎　一志

事前発掘 1120 近 世 白 川
道，中世土
器溜，井戸，
建物

土師器，瓦，陶
磁器，銅鏃（弥
生），磨製石鏃

埋83

1980 京 都 府	
美 月

泉　　拓良	
清水　芳裕	
五十川伸矢	
浜崎　一志	
吉野　治雄

事前発掘 1468 弥生中期・
後期水路，
土坑，中世
土器溜　

弥生土器，打
製石斧，瓦器，
陶磁器

埋83 立合調査中
に遺跡を発
見，工事を
中断し発掘
調査

1980 教 養 部	
ＡＯ21区

91 吉野　治雄 事前発掘 112 中世井戸，
土壙墓

土師器，瓦器，
陶磁器

埋83

1980 教 養 部	
ＡＭ22区

93 吉野　治雄 立　　合 火葬墓，石
列

瓦器，陶器 埋81ｂ

1980 本 部	
実験排水

98 清水　芳裕 立　　合 流路，中世
土器溜

土師器，丸瓦 埋83 遺構実測

1981 理 学 部	
ＢＤ30区

109 泉　　拓良	
浜崎　一志

事前発掘 272 古代建物，
近世瓦溜

土師器，瓦，陶
磁器

埋83
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京都大学構内遺跡調査要項

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
1981 和歌山県

瀬 戸
泉　　拓良	
清水　芳裕	
五十川伸矢	
浜崎　一志

事前発掘 1500 弥生土坑，
弥生配石，
古墳時代土
坑

縄文土器，硬
玉管玉，弥生
土器，製塩土
器

埋84

1981 本 部	
ＡＸ28区

110 浜崎　一志 事前発掘 34 中世土器溜 土師器，瓦，陶
磁器，硯

埋83

1981 教 養 部	
ＡＰ22区

111 五十川伸矢
飛野　博文

事前発掘 1716 古墳，古代
梵鐘鋳造遺
構，中世門・
溝・墓

縄文土器，弥
生土器，須恵
器，土師器，鋳
型，溶解炉

埋84 梵鐘鋳造遺
構を現地保
存

1981 京 都 市	
本 山

分布調査 縄文土器，緑
釉陶器，灰釉
陶器

埋83

1982 京 都 府	
中 海 道

泉　　拓良 試　　掘 20 中世土器溜 縄文土器，土
師器

埋84

1982 病 院	
ＡＦ15区

122 清水　芳裕	
浜崎　一志

事前発掘 1028 中世井戸，
溝

白磁 埋84

1982 農 学 部	
ＢＦ33区

123 清水　芳裕	
浜崎　一志

事前発掘 787 縄 文 住 居
跡，中世土
坑

縄文土器，土
師器

埋84

1982 和歌山県
瀬 戸

泉　　拓良 事前発掘 297 古代製塩炉 縄文土器，弥
生土器，製塩
土器

埋84 古代製塩炉
を移築保存

1982 本 部	
ＡＴ29区

124 泉　　拓良	
飛野　博文

事前発掘 890 中世濠，建
物

土師器，瓦器，
陶磁器

埋86

1982 農 学 部	
ＢＥ33区

125 泉　　拓良	
飛野　博文

事前発掘 803 中世・近世
水田，溝

土師器，瓦器，
陶磁器

埋86

1983 医 学 部	
ＡＮ20区

134 泉　　拓良	
五十川伸矢

事前発掘 863 中世井戸，
土取り穴

須恵器，瓦器，
土師器

埋86

1983 北 部	
ＢＦ31区

135 清水　芳裕	
五十川伸矢

事前発掘 737 縄 文 埋 没
林，古代・中
世溝

縄文土器，土
師器，緑釉陶
器

埋87，冨井98

1983 医 学 部	
ＡＭ19区

139 泉　　拓良	
浜崎　一志

立　　合 中世土取り
穴

土師器，瓦器，
石鍋

埋86

1984 病 院	
ＡＦ19区

141 浜崎　一志	
宮本　一夫

事前発掘 863 近世池，井
戸，野壺

縄文土器，蓮
月焼

埋87

1984 病 院	
ＡＪ19区

142 清水　芳裕	
浜崎　一志
　 　

事前発掘 260 中世土坑，
近世土取り
穴

土師器，近世
陶磁器

埋87

1984 医 学 部	
ＡＮ18区

143 五十川伸矢
宮本　一夫

事前発掘 1920 中世井戸，
土取り穴，
中世梵鐘鋳
造遺構

土師器，瓦器，
鋳型

埋88

1985 北 部	
ＢＪ31区

153 清水　芳裕	
宮本　一夫

事前発掘 624 古代溝，建
物跡，土坑，
近世溝

弥生土器，土
師器，須恵器

埋88

1985 病 院	
ＡＪ18区

154 清水　芳裕	
浜崎　一志	
菱田　哲郎

事前発掘 4295 中世井戸，
近世土取り
穴

土師器，近世
陶磁器

埋89

1985 病 院	
ＡＪ19区

155 五十川伸矢	
宮本　一夫

事前発掘 3000 中世井戸，
近世土取り
穴

土師器，近世
陶磁器，鋳型

埋89

1986 教 養 部	
ＡＰ25区

167 清水　芳裕	
宮本　一夫	
難波　洋三

事前発掘 599 中世・近世
溝

土師器，近世
陶磁器

埋89

1986 本 部	
ＡＸ30区

168 清水　芳裕	
難波　洋三

事前発掘 330 古代土坑，
中世道

土師器，陶磁
器

埋89
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京都大学構内遺跡のおもな調査

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
1986 医 学 部	

ＡＬ20区
169 浜崎　一志	

難波　洋三
事前発掘 331 近世土取り

穴
土師器，陶磁
器

埋90

1986 教 養 部	
ＡＬ23区

170 清水　芳裕	
五十川伸矢	
浜崎　一志

試　　掘 24 中世溝 土師器，瓦器，
陶器

埋89

1987 北 部	
ＢＤ33区

180 浜崎　一志	
千葉　　豊

事前発掘 618 土坑，河川 縄文土器，土
師器，須恵器

埋90

1987 本 部	
ＡＷ27区

181 五十川伸矢	
千葉　　豊

事前発掘 1604 中世土坑，
近世道路

縄文土器，土
師器，陶磁器

埋92

1987 北 部	
ＢＨ35区

182 清水　芳裕 試　　掘 16 包含層 土師器，須恵
器

埋90

1987 北 部	
ＢＤ28区

183 清水　芳裕 試　　掘 12 包含層 土師器，須恵
器

埋92

1987 本 部	
ＡＴ25区

188 清水　芳裕 立　　合 近世尾張藩
邸堀

埋90

1988 牛ノ宮町	
ＡＲ19区

190 清水　芳裕	
森下　章司

事前発掘 216 中世土坑，
近世道路

土師器，瓦，陶
磁器

埋92

1988 病 院	
ＡＨ19区

191 浜崎　一志	
千葉　　豊	
森下　章司

事前発掘 2495 中世土坑，
溝

土師器，瓦，陶
磁器

埋93

1988 病 院
ＡＥ12区

192 千葉　　豊	
森下　章司	
宮原恵美子

事前発掘 599 近世道路・
溝・野壺・井
戸

土師器，瓦，陶
磁器

埋93

1989 病 院	
ＡＥ13区

198 千葉　　豊	
森下　章司	
宮原恵美子

事前発掘 805 近世井戸・
野壺・柵列

土師器，陶磁
器，瓦

埋93

1991 病 院	
ＡＧ14区

200 千葉　　豊	
森下　章司

事前発掘 394 近世井戸，
道路

土師器，陶磁
器

埋95

1991 教 養 部	
ＡＲ21区

202 五十川伸矢	
浜崎　一志	
森下　章司

立　　合 中世土坑 土師器 埋93

1992 医 学 部	
ＡＭ17区

207 五十川伸矢	
森下　章司

事前発掘 1950 中世井戸，
土器溜

土師器，陶磁
器

埋95

1992 北 部	
ＢＡ28区

208 浜崎　一志	
千葉　　豊

事前発掘 1242 噴砂，古代
埋納遺構，
近世堀

縄文土器，土
師器，陶磁器，
桟瓦

埋95

1992 和歌山県
瀬 戸

213 浜崎　一志	
伊藤　淳史

立　　合 縄文包含層 縄文土器，石
器

埋95

1992 本 部	
ＡＶ30区

214 千葉　　豊	
伊藤　淳史

事前発掘 1480 中世砂取り
穴，近世野
壺

土師器，陶磁
器

埋97

1993 北 部	
ＢＢ28区

217 清水　芳裕	
古賀　秀策

事前発掘 1323 古代溝，中
世土坑

土師器，陶磁
器

埋97

1993 本 部	
ＡＷ25区

218 千葉　　豊	
吉井　秀夫

事前発掘 929 中世井戸，
濠，溝，土坑

縄文土器，石
器，土師器，陶
磁器

埋97

1993 本 部	
ＡＵ30区

219 伊藤　淳史	
古賀　秀策

事前発掘 1074 弥生流路，
古代溝，中
世土器溜

弥生土器，土
師器，陶磁器

埋97

1993 総合人間
学 部	
ＡＯ22区

220 五十川伸矢	
伊藤　淳史

事前発掘 4080 弥生水田，
古代梵鐘鋳
造遺構，中
世井戸・溝

縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器

埋99，伊藤10 梵鐘鋳造遺
構を現地保
存

1993 北 部	
ＢＦ34区

221 千葉　　豊	
吉田　　広

事前発掘 1228 古代土器溜
・土坑，中世
・近世道路

土師器，陶磁
器

埋98
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京都大学構内遺跡調査要項

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
1993 病 院	

ＡＦ12区
222 伊藤　淳史 試　　掘 113 近世道路 土師器，陶磁

器
埋97

1994 北 部	
ＢＦ30区

229 千葉　　豊	
古賀　秀策	
吉田　　広

事前発掘 530 縄 文 貯 蔵
穴，弥生方
形周溝墓，
平安土壙墓

縄文土器，弥
生土器，土師
器

埋98

1994 本 部	
ＡＸ25区

230 古賀　秀策	
吉田　　広

事前発掘 1314 古代溝，土
器溜

土師器，陶磁
器

埋99

1995 総合人間
学 部	
ＡＲ25区

238 伊藤　淳史	
古賀　秀策

事前発掘 2092 弥生土器棺
墓，古代溝，
土坑，中世
溝

弥生土器，土
師器，陶磁器，
瓦

埋00

1995 病 院	
ＡＧ20区

239 千葉　　豊	
吉田　　広

事前発掘 2260 縄文流路，
弥生流路，
中世井戸，
近世大溝

縄文土器，弥
生土器，土師
器，蓮月焼

埋00

1995 病 院	
ＡＦ20区

240 千葉　　豊	
吉田　　広

事前発掘 280 近世池，土
坑

土師器，陶磁
器

埋00

1995 本 部	
ＡＸ26区

241 古賀　秀策	
吉田　　広

事前発掘 627 中世大溝，
近世柵列

土師器，陶磁
器

埋99

1996 医 学 部	
ＡＮ20区

248 五十川伸矢	
古賀　秀策

事前発掘 510 縄文流路，
中世土取り
穴，近世井
戸

縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器

埋00

1996 総合人間
学 部	
ＡＲ24区

249 伊藤　淳史	
冨井　　眞

事前発掘 330 中世掘立柱
建物，土坑，
溝

弥生土器，土
師器，陶磁器，
銭貨

埋02

1997 総合人間
学 部	
ＡＲ23区

254 伊藤　淳史 立　　合 中世瓦溜 弥生土器，土
師器，陶磁器，
瓦

埋02 弥生～中世
包含層

1998 総合人間
学 部	
ＡＮ22区

261 千葉　　豊	
古賀　秀策	
阪口　英毅

事前発掘 1800 縄文流路，
弥生方形周
溝墓，中世
溝・土坑・土
器溜・石室

縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器，瓦

埋05

1998 本 部	
ＡＵ28区

262 伊藤　淳史	
冨井　　眞

事前発掘 543 中世土坑，
近世柱穴

土師器，陶磁
器，瓦

埋02

1998 総合人間
学 部	
ＡＬ24区

264 古賀　秀策	
千葉　　豊

立　　合 弥生土器，土
師器，陶磁器

埋02 弥生～近世
包含層

1999 病 院	
ＡＦ20区

269 千葉　　豊	
阪口　英毅

事前発掘 49 中世井戸，
土坑

縄文土器，土
師器，陶磁器

埋03

1999 医 学 部	
ＡＯ17区

270 伊藤　淳史	
冨井　　眞

事前発掘 2028 中世井戸，
集石，土器
溜

土師器，瓦，陶
磁器

埋03

1999 本 部	
ＡＷ26区

271 千葉　　豊	
阪口　英毅

事前発掘 1913 古 墳 時 代
溝，中世井
戸・瓦溜・溝，
近世溝

縄文土器，須
恵器,土師器，
瓦，陶磁器

埋03

1999 本 部	
ＡＸ22区

272 冨井　　眞 立　　合 時 期 不 明
溝，高野川
系流路攻撃
面

埋03

2000 北 部	
ＢＣ28区

276 伊藤　淳史	
冨井　　眞

事前発掘 2158 弥生水田，
中世溝，近
世井戸

縄文土器，弥
生土器，石器，
陶磁器

埋05
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京都大学構内遺跡のおもな調査

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
2000 本 部	

ＡＴ21区
277 千葉　　豊	

阪口　英毅
事前発掘 2654 終末期古墳

周濠，中近
世白川道，
尾張藩邸水
路・堀

縄文土器，土
師器，陶磁器，
鉄鍋，馬具，銭
貨

埋06

2000 病 院	
ＡＥ19区

278 千葉　　豊	
冨井　　眞

事前発掘 8000 縄文流路，
古代土坑，
中世井戸，
近世井戸・
土坑・池

縄文土器，土
師器，近世陶
磁器，瓦

埋07

2000 病 院	
ＡＥ18区

279 阪口　英毅 試　　掘 320 近世土坑 土師器，陶磁
器

埋05 近世包含層

2001 吉 田 南	
ＡＲ24区

288 伊藤　淳史	
梶原　義実

　

事前発掘 2375 奈良時代掘
立柱建物，
平安時代経
塚，古代・中
世溝，柵

縄文土器，弥
生土器，石器，
土師器，陶磁
器，青銅製経
筒，ガラス玉，
瓦

埋06

2001 病 院	
ＡＦ12区

290 清水　芳裕	
千葉　　豊

立　　合 近世柱穴 土師器 埋06

2001 病 院	
ＡＦ13区

291 清水　芳裕	
千葉　　豊

立　　合 近世柱穴 土師器，陶磁
器

埋06

2001 本 部	
ＡＴ25区

293 清水　芳裕	
千葉　　豊

立　　合 近世尾張藩
邸堀

埋06

2002 本 部	
ＡＵ25区

296 伊藤　淳史	
梶原　義実

事前発掘 1070 古代埋甕，
中世白川道・
井戸，近世
集石

縄文土器，土
師器，近世陶
磁器・瓦

埋07

2002 北 部	
ＢＤ28区

297 冨井　　眞	
吉江　　崇

事前発掘 1925 縄文堅果集
積・埋没林，
古代道路，
近世野壺

縄文土器，弥
生土器，石器，
陶磁器

埋07

2002 医 学 部	
ＡＲ19区

298 千葉　　豊	
梶原　義実

事前発掘 1200 縄文流路，中
世道路・井
戸，近世土取
り穴・野壺

縄文土器，土
師器，陶磁器，
近世陶磁器

埋08

2002 北 部	
ＢＦ32区

299 冨井　　眞	
吉江　　崇

事前発掘 1900 縄文建物跡・
焼土・土坑，
中世砂取り
穴、近世溝

縄文土器，石
器，土師器，陶
磁器，近世墓
石

埋08

2002 吉 田 南	
ＡＲ25区

302 千葉　　豊 立　　合 古代・中世・
近世溝

土師器，陶磁
器，中世瓦，磁
器，将棋駒

埋07

2003 医 学 部	
ＡＰ18区

308 伊藤　淳史	
吉江　　崇

事前発掘 2125 中世道路・井
戸・溝・集石・
土器溜・野壺
群，近世井
戸・溝

土師器，瓦器，
陶磁器，瓦，石
鍋，近世陶磁
器

埋08

2003 北 部	
ＢＤ33区

311 冨井　　眞 立 合 砂取り穴，
野壺

文09 中・近世包
含層

2004 北 部	
ＢＣ30区

320 千葉　　豊 事前発掘 85.5 古代土坑・
溝，中世土
坑

縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器，須
恵器，瓦器

文09

2005 本 部	
ＢＡ22区

321 冨井　　眞	
吉江　　崇

事前発掘 98 近世溝・瓦
溜

縄文土器，石
器，磁器，近世
陶磁器・瓦

文09
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京都大学構内遺跡調査要項

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
2005 吉 田 南	

ＡＰ21区
322 伊藤　淳史 事前発掘 48 古墳周溝，

古代土坑・
溝，中世土
坑・集石

縄文土器，土
師器，陶磁器，
須恵器，瓦器，
鞴羽口

文09

2004 美 山 323 清水　芳裕	
伊藤　淳史

立 合 文09

2004 北 部	
ＢＣ35区

325 吉江　　崇 立 合 古代道路？ 文09 297地 点 の
古代道路と
つながるか

2005 本 部	
ＡＷ24区

329 伊藤　淳史 立 合 近世白川道，
近世遺物溜，
煉瓦積水路

近世陶磁器 文09 縄文包含層

2005 北 部	
ＢＤ30区

330 冨井　　眞 立 合 縄文土器 文09 中・近世包
含層

2005 本 部	
ＡＴ22区

331 千葉　　豊 立 合 近世白川道 近世陶器 文09 中世包含層

2006 本 部	
ＡＴ26区

335 伊藤　淳史 立 合 近世尾張藩
邸堀

近世陶器 文09

2006 本 部	
ＡＶ24区

336 伊藤　淳史 立 合 中世白川道，
近世遺物溜

土師器，近世
陶磁器・瓦

文09

2001	
～	

2004

桂 337 千葉　　豊 分布　　
　　立合

石垣 塼，瓦 文09

2007 病 院	
ＡＧ16区

338 冨井　　眞	
笹川　尚紀

事前発掘 3700 中世井戸，
近世井戸・集
石・石垣

縄文土器，土
師器，陶磁器，
瓦

文10

2007 病 院	
ＡＦ14区

339 千葉　　豊 事前発掘 713 中世道路・
井戸・集石

縄文土器，土
師器，陶磁器

文10

2007 和歌山県
瀬 戸

346 佐藤　純一 立 合 古代土坑 土師器 文10 古代包含層

2008 西 部	
ＡＷ20区

348 伊藤　淳史	
笹川　尚紀

事前発掘 2081 中世建物，
玉石集積，
井戸，瓦溜，
土器溜，流路

土師器，陶磁
器，瓦，玉石

文12

2008 病 院	
ＡＧ13区

349 千葉　　豊	
冨井　　眞

事前発掘 2164 近世井戸・
野壺・土坑・
溝

近世陶磁器・
土製品

文11

2009 北 部	
ＢＨ31区

355 冨井　　眞	
笹川　尚紀

事前発掘 800 縄文加工樹
幹，弥生土
器片敷，中
世砂取り穴・
溝，近世溝

縄文土器，弥
生土器，石器，
土師器，陶磁
器

文12

2009 本 部	
ＡＺ23区

356 千葉　　豊 事前発掘 710 縄文住居，
古墳周溝，
中世土坑

縄文土器，石
器，須恵器，土
師器

文12

2009 北 部	
ＢＧ34区

357 千葉　　豊
笹川　尚紀

事前発掘 1152 古代土坑，
中世砂取り
穴・道路・溝・
野壺，近世
野壺

縄文土器，石
器，土師器，黒
色土器，須恵
器，緑釉陶器，
灰釉陶器，陶
磁器，瓦，銭貨

文13

2009 医 学 部	
ＡＱ18区

358 伊藤　淳史 事前発掘 824 中世井戸・
道路・集石・
土坑・溝・柱
穴，近世集
石・野壺・溝

土師器，瓦器，
陶磁器

文13
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京都大学構内遺跡のおもな調査

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
2010 病 院

ＡＪ16区
366 網　　伸也

東　　洋一
事前発掘 1085 中世土坑・

溝，近世畔・
野壺・柵・土
坑・溝

縄文土器，弥
生土器，土師
器，須 恵 器，
瓦，陶磁器

文13

2010 吉 田 南
ＡＬ22区

367 笹川　尚紀 立 合 中世溝 文13 中世包含層

2010 本 部
ＡＴ25区

377 伊藤　淳史 立 合 尾張藩邸堀 須恵器，陶器 文13 先史～近世
包含層

2011 吉 田 南
ＡＮ21区

378 冨井　　眞
笹川　尚紀

事前発掘 1650 縄文土器破
片集中部，
弥生方形周
溝墓，方形
墳，中世溝・
井戸・土坑・
土器溜・陶
器溜・埋甕・
集石

縄文土器，弥
生土器，古墳
時代埴輪・須
恵器・土師器・
鉄器，中世土
師器，瓦器，須
恵器，陶磁器，
銭貨，瓦，近世
陶磁器

文15

2011 病 院
ＡＨ12区

379 千葉　　豊 事前発掘 1700 近世道路・
水路・井戸・
溝

近世陶磁器・
土師器・土製
品

文14

2011 本 部
ＡＶ27区

383 伊藤　淳史 立 合 白川道・尾
張藩邸堀

文14

2012 病 院
ＡＨ15区

384 伊藤　淳史 事前発掘 583 近世道路・
水路・井戸

近世陶磁器・
土師器，近代
病院食器

文14

2012 病 院
ＡＦ17区

385 冨井　　眞 事前発掘 4100 近世段差・
溝・井戸・小
穴

近世陶磁器・
瓦

文15

2012 北 部
ＢＨ38区

391 笹川　尚紀 立 合 溝ないしは
土坑

文14 先史～中世
包含層

2012 本 部
ＡＴ23区

395 千葉　　豊 立 合 尾張藩邸堀 近世陶磁器 文14

2013 本 部
ＡＺ30区

397 笹川　尚紀 事前発掘 43 中世集石・
溝

縄文土器，弥
生土器，土師
器，瓦器，須恵
器，陶磁器

文15

2013 病 院
ＡＨ13区

398 千葉　　豊 事前発掘 960 近世水路・
道路・溝・小
穴

近世陶磁器・
土師器

文15

2013 吉 田 南
ＡＭ21区

399 伊藤　淳史
冨井　　眞
内記　　理

事前発掘 923 弥生流路，
平安溝，中
世大溝・土
取り穴・土
器溜・瓦溜，
近世野壺・
溝・土取り
穴・瓦溜

縄文土器，弥
生土器，埴輪・
古墳須恵器，
古代土師器・
須恵器，中世
土師器・陶磁
器・瓦・銭貨，
近世土師器・
陶磁器・瓦・西
洋陶器

文16

2013 医 学 部
ＡＯ20区

400 伊藤　淳史 事前発掘 173 縄文流路，
中世溝・井
戸・集石・土
器溜

縄文土器，中
世土師器・陶
器

文15
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京都大学構内遺跡調査要項

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
2013 吉 田 南

ＡＭ21区
401 伊藤　淳史

冨井　　眞
内記　　理

事前発掘 945 縄文流路，
弥生流路，
古代溝・井
戸，中世建
物・溝・土取
り穴・土器
溜・集石，近
世野壺・溝・
土坑・土取
り穴・集石

縄文土器，弥
生土器，古墳
須恵器，古代
土師器・須恵
器，中世土師
器・陶磁器・瓦
・銭貨，近世土
師器・陶磁器・
西洋陶器

文16

2013 北 部
ＢＦ32区

402 千葉　　豊 事前発掘 90 縄文土坑，
古代土坑

縄文土器・石
器，古代土師
器・須恵器・緑
釉陶器

文16

2013 本 部
ＡＴ22区

403 笹川　尚紀 事前発掘 62 中世道路・
井戸，近世
道路・溝

中世土師器・
陶 磁 器・瓦・
塼，近世陶磁
器・土師器

文16

2013 本 部
ＡＵ28区

404 千葉　　豊
笹川　尚紀

事前発掘 815 中世溝・道
路・土坑・砂
取り穴，近
世野壺・溝・
集石

古代土師器・
須恵器・緑釉
陶器，中世土
師器・陶器・瓦
・塼，近世土師
器・陶磁器・瓦

文16

2013 北 部
ＢＡ28区

405 千葉　　豊 事前発掘 51 自然流路，
集石

近世陶磁器・
土師器

文15

2013 医 学 部
ＡＬ17区

412 伊藤　淳史 立 合 文15 中近世包含
層

2013 病 院
ＡＩ12区

415 千葉　　豊 立 合 文15 398地 点 の
近世道路・
溝

2013 吉 田 南
ＡＰ21区

416 伊藤　淳史 立 合 中世溝 中世土師器・
陶器

文15 先史～中世
包含層

2013 病 院
ＡＧ11区

419 伊藤　淳史 立 合 文15 近世包含層

2014 病 院
ＡＩ15区

427 冨井　　眞
内記　　理

事前発掘 2191 中世溝，近
世石垣・溝・
土坑・井戸・
集石・柱穴
列

先史石器，中
近世土師器・
瓦器・陶磁器・
瓦，近代陶磁
器

文17

2014 吉 田 南
ＡＰ23区

428 伊藤　淳史
笹川　尚紀

事前発掘 1470 弥生水田・
流路，古代
土器溜・土
取り穴，中
世溝・井戸・
土器溜・砂
取り穴，近
世路面・野
壺

縄文土器，弥
生土器，石器，
古代須恵器・
土師器，中世
鉄鋤，中近世
土師器・陶磁
器，瓦

文17
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京都大学構内遺跡のおもな調査

年度 遺 跡 名	
調 査 名 地点 担 当 者 調 査 の	

種 類
面積	

（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
2015 熊 野

ＺＺ18区
435 冨井　　眞

内記　　理
事前発掘 1876 中世集石・

瓦溜・土坑・
井戸・土器
溜・ 柱 穴・
溝，近世溝・
井戸・野壺・
集石・瓦溜・
路面・瓦積
み・埋納遺
構・土坑

縄文土器，古
代土師器・須
恵器・瓦，中世
土師器・陶器・
須恵器・瓦器・
瓦・石製品，近
世土師器・陶
磁器・瓦・石製
品

第2章

2015 病 院
ＡＨ18区

436 千葉　　豊
笹川　尚紀

事前発掘 480 中世土取り
穴，近世土
坑・土取り
穴・溝，近代
土坑・井戸

縄文土器，古
代土師器・黒
色土器・須恵
器，中世土師
器・瓦器・陶磁
器・瓦，近世土
師器・陶磁器・
土製品・石製
品・瓦，近代陶
磁器・瓦

文18

2015 北 部
ＢＪ37区

440 千葉　　豊 立 合 土師器・須恵
器

文17 古代・中世
包含層

2015 吉 田 南
ＡＭ22区

446 伊藤　淳史 立 合 文17 中世包含層

2015 和歌山県
瀬 戸

447 佐藤　純一 試 掘 4 時期不詳堆
積

土師器微小片 文17 遺跡東限か

2016 北 部
ＢＣ30区

450 伊藤　淳史
冨井　　眞

立 合 古墳時代埴
輪溜・集石・
落ち込み，
古代溝

縄文土器，古
墳時代埴輪・
須恵器，古代
土師器・須恵
器・瓦

文18 古墳存在の
可能性あり

2017 関 田 町
ＢＢ18区

454 千葉　　豊
笹川　尚紀
内記　　理

試 掘 5 第１章 中世包含層

2017 関 田 町
ＢＢ18区

455 笹川　尚紀
内記　　理

事前発掘 920 整理中

2017 西 部
ＡＺ20区

456 千葉　　豊 試 掘 10 第１章

2017 岡 崎
ＺＳ23区

457 伊藤　淳史
冨井　　眞

試 掘 6 古代～中世の
瓦・土師器

第１章 古代～近世
包含層

2017 北 部
ＢＧ36区

458 伊藤　淳史 立 合 古代以前流
路，中世溝
な い し 段
差，近世野
壺

中世土師器 第１章

2017 本 部
ＡＹ29区

459 千葉　　豊 立 合 古代以前の
流路

第１章 中世包含層

2017 病 院
ＡＫ16区

460 千葉　　豊 立 合 第１章

2017 本 部
ＡＸ25区

461 千葉　　豊 立 合 第１章

2017 本 部
ＡＹ25区

462 千葉　　豊 立 合 第１章
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市町村 遺跡番号

熊
くまのこうない

野構内
ＺＺ18区

京
きょうとふきょうとしさきょうく

都府京都市左京区
東
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35°
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48″
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20150928

～

20160212
1876 熊野職員宿舎改築

所収遺跡名 種　別 主な時代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

熊野構内
ＺＺ18区

散布地 縄文時代 縄文土器

集落跡 中世 井戸 ２ ・土坑 ４ ・集石
８ ・瓦溜 １ ・溝 ４

土師器・瓦器・陶磁器
・瓦

古代鬼瓦を含む古代～中
世の瓦多数出土。白河北
殿・粟田宮にかかわるも
のか。

集落跡 江戸時代 井戸 ２ ・野壺 １ ・土坑
４ ・溝 ６ ・集石 ３ ・路
面 １

土師器・陶磁器・土製
品・瓦

屋敷 幕末 瓦積み １ ・埋納遺構 ４
・井戸 ２ ・大溝 ２ ・集
石 １ ・瓦溜 １

瓦・陶磁器・石製品・
ガラス製品

絵図に描かれる阿波徳島
藩邸にかかわる可能性が
ある大溝・瓦積みを検出。

緯度・経度は日本測地系（第Ⅵ座標系）にもとづく
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ブーニーに帰せられる呪術思想と妊娠・出産について

長尾　玲

　１　はじめに

　呪術は一神教であるイスラームの重要な一側面であると共に，イスラーム圏では呪術が

記されたり刻まれたりした文化財（ １ ）が見つかることもあるが，わが国ではこの方面に関

しての紹介や研究は少ない。このうち現在のアルジェリア出身（ ２ ）とされエジプトで亡く

なったスーフィーであるアブル・アッバース・アフマド・ブン・アリー・アル・ブーニー

（一般には1225年没）（ ３ ）に帰せられる呪術書『諸霊知（ ４ ）の太陽』（Shams	al-ma‛ārif ）は，

アラブ・イスラームのオカルトの書としていくつかのウエブサイトでも紹介されるほか，

欧米ではいくつかの研究論文も書かれている有名な呪術書である。この呪術書はかなりの

ヘレニズム呪術の要素を含むがとりわけオリエント―北アフリカ地域の呪術の観念を含む

とされている〔Ullmann	1972	p.390〕。また大・中・小の ３ つのバージョンがあるとされ

るが最近の論考によるとこれらは元来 １ つの書物であるという〔Gardiner	2012	p.123〕。

　これらの中の，『大いなる諸霊知の太陽』Shams	al-ma‛ārif	al-kubrā は，写本の研究を元

にしたガーディナーの論考では，中世のブーニーによる著作とは劇的に異なり作品の大部

分はブーニー以外の著者による改変であり，17世紀初めに成立した物とされている（ ５ ）。

印刷された刊本には，カイロ・ベイルートを出版地とする年代不明の物が多く，学術的に

信頼できる底本が完成していない〔Pormann＆Savage-Smith	2007	p.148〕（ ６ ）こともありそ

の全体の欧米語訳はまだないが，４ 巻を ２ 冊に纏めた全体のトルコ語訳が存在する〔Alpay	

（tr.）	1997〕。このほか，印刷された物にはウルドゥー語版やアムハラ語版も存在するとい

う〔Hamès2011	p.141〕。

　印刷された版には誤りも多く，写本や石版画の版と比べて図などの誤りが多いことが知

られるが（ ７ ），実在のブーニー個人の思想というよりも近世から現代に至るまでのイスラ

ーム呪術の概要を手近に知るには絶好の書である。そこでここでは，この呪術書の出版年

不明のベイルート版『大いなる諸霊知の太陽と諸利益の諸機知』Shams	al-ma‛ārif	al-

kubrā	wa	lat
4

tā’if	al-‛awārif,	Bayrūt	[n.d.] 	（以下本稿中ではkubrāと略記）を元に，呪術思

想を表す若干の記述と妊娠出産に関わる呪術を抜き出して紹介し，99あるアッラーの別名

の内，khāliq（創造者）の名称の記述を中心に，kubrāに見られる妊娠・出産に関する考
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えを見ていく。次にアッラーの別名についての記述の中の，胎児に霊が吹き込まれる期間

に関わる宗教的勤行の記述も見ていき，妊娠・出産という観点からブーニーに帰せられる

イスラーム呪術の内実の一端を見ていくことにする。

　 ２ 　『大いなる諸霊知の太陽と諸利益の諸機知』刊本の呪術思想

　具体的な呪術の例に入る前に，まずその呪術に関する考えを見ていく必要があるが，そ

の特徴は何といっても数と文字の神秘である（ ８ ）。これについては次のように記述される（ ９ ）。

　次のことを知れ。アッラーの諸秘密と諸警句と諸々の高位と諸々の祖先に関することと

マラクート的諸世界の彼（アッラー）の知識は ２ つの部分に従う。諸数と諸文字である。

諸文字の秘密は諸数の中にある。そして，諸数の現れは諸文字の中にあり，高位の諸数は

諸々の霊に関することを代表し，諸文字は物理的諸世界とマラクート的諸世界の循環を（10）

代表する。諸数は諸言説の秘密であり，諸文字は諸作用の秘密である。そして，高御座

（‛arsh）の世界は諸数であり，玉座（kursī）の世界は諸文字である。諸文字の諸数への

関係は，玉座の高御座への関係のようである。そこで，諸数の秘密と共に能力を汝は理解

するように。〔kubrā 		pp.83－84〕

　この記述からわかるように，kubrāでは数を（アッラーのための）高御座，文字を高御

座の中の玉座と同様にとらえている（11）。それゆえ，数の神秘の方が文字の神秘より外側

にある高次の世界に属する。ただ，文字は物理的諸世界と高次のマラクート的諸世界（12）

を循環するのでかなり行動範囲が広い。次いで次のように記述される（13）。

　諸数の秘密と共に神の理性の秘密を理解せよ。そして，諸文字の秘密と共に霊（rūh
4

）（14）

に由来する，霊の秘密を理解せよ。理性のステップの最後は，高位に由来する霊魂（nafs）

のステップの最初であり，それは最初の洪水（15）でもある。ちょうど諸文字は物事の文字

から得られ，それはそれ（物事）の端であるのと同じように。そして数はその最初であり

その中央であり，中央の最初とその端各々を表す。そこで，諸文字の秘密と共に，より高

い玉座と輝かしい広い玉座の秘密を理解せよ。つまり，高位に由来し，祖先に関する世界

の中での所有者達はより高い玉座の中でのそれらの所有者達の多様性と共に異なる。そし

て，多様性はそれらを運び，それらの諸段階（at
4

wār）は輝かしい玉座の中にある。次いで，
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広い玉座は，マラクート的諸世界の諸真実の送られることの最初である。そして諸下界中

の階段の最後の拡張は，諸上界中の階段の最初である。

　そして次のことを知れ。輝かしい高御座は最初の光の洪水であり，広い玉座は ２ 番目の

光の洪水である。そしてより高い玉座は ３ 番目の光の洪水である。そこで，最初の（光の）

洪水はすなわち ３ 番目であり， ３ 番目（の洪水）は諸文字の最初であり，数のステップの

最後である。そしてそれは彼（アッラー）―いと高き―の「私は粘土から人類を創造する

者である。」（16）という言説を伴った忠告がその中にある，人類の真実を伴った彼による（各

段階の）橋（mi‛bar）・交差点（ma‛bar）（17）の秘密である。〔kubrā 		p.84〕

　

　この記述では，高御座より下位に位置する玉座が①広い玉座②より高い玉座の ２ つに分

けられている。光の洪水の順序からすると，①の方が②より上位に位置すると考えられる。

２ 種類の玉座と世界との対応関係については次のように記述される（18）。

　人類に関わる確かな物の真実の世界及び構成の秘密の中で目に見える物についてはそれ

らの体の所有者達のためには異ならない。それらはより高い玉座の諸真実を代表し，それ

はムルクの世界の中にある。それのために人間に関する世界の真実は明らかとなり，広い

玉座の代表する秘密はジャバルートの世界である。そしてそれと共に高位に由来する霊の

諸真実の中で輝かしい玉座の諸秘密を目撃する。〔kubrā 		p.84〕

　

　この記述のように，物理世界に対応するムルクの世界により高い玉座の真実があり，よ

り高次の広い玉座の秘密はジャバルートの世界にある。ここではマラクートの世界は現れ

ないが，それはおそらく高御座に関わる物であり，それは次に示すように（19）光からなる

ために目撃できないからであろう。

　高位と低位の世界の真実が高御座の所有者の中に帰属するために，その中での彼らの確

固さの秘密は ２ つの光を伴い書かれた ２ つの線を伴う。すなわち，白い光と緑の光である。

両者は「アッラーのみが神であり，ムハンマドは神の使徒である。」である。その（20） ２ つ

の光に関わる線は高御座の最下部にある。そこで光に関係するこの警句の真実を理解せよ。

高御座を運ぶ ８ つ（の天使）（21）が存在するために，彼らからマラクート的諸世界の諸々

の霊とジャバルート的諸世界を表す諸々の光を生じる。高位の世界その全ては諸々の光又

『大いなる諸霊知の太陽と諸利益の諸機知』刊本の呪術思想
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は諸々の光の（中の）光であり，それは高御座である。そして光を灯すのはアッラーであ

る。〔kubrā 		p.81〕

　続いて次のように記述する（22）。

　軌道ごとに ３ つの文字があり，光各々から流れる文字が現れる。それからマラクートと

ジャバルート各々に地平線（が現れる）。そして，マラクートの光の軌道は諸々の理性を

広げ，ジャバルートの光は諸々の霊を広げ，ムルクの光は心を広げる。そこで，（光の）

射出に ３ をかけることにより ８ つの天使のために24が完成する。そのため，「アッラー（23）

のみが神であり，ムハンマドは神の使徒である。」（24）と言った者は，高御座に到達する。

つまりそれらの所有者と共に良い語が上昇する。なぜなら，それらの表すのはムルクにお

ける帰属（nisba）とジャバルートにおける登上（‛urūj）とマラクートにおける上昇（s
4

u‛ūd）

だからである。（アッラー）―いと高き―は言った。

　「良い語が上昇し健全な行為がそれを上げる。そしてそのため述べられた数を伴いその

眠りと共にそれを言った者に，そのことを通じてそれらの諸力の見積もりを供給された高

御座の下で，その霊は夜通し留まる。そのため，新月を見ること共にそれを言った者は残

りの諸病から安全となり，都市に入ることと共にそれを言った者は都市の内戦から安全と

なる。諸々の高度なことに関する努力を意図してそれを言った者のためには，求めた見え

ないこと（ghayb）が暴露される。」〔kubrā 		p.81〕

　これは信仰告白の ２ つのフレーズに関する物だが，これらの語は数及び文字の神秘的な

力と共に高御座にまで到達し，病気や戦いから免れ，求める者には目に見えない秘密が暴

露される。このほかの様々な呪術や魔法陣や占いも，こうした，数と文字の組み合わせに

より効力の生じる神秘的な力を背景とするものである。文字がいかに重要であるかという

ことは，次のような記述からもわかる（25）。

　アッラー―いと高き―が創造した物の最初は最初のペンであり，それからその後最初の

書板（26）（を創造した）。そしてペンに言った。

　「書け。」

　するとそれ（ペン）は言った。
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　「私は何を書くのか。」

　彼（アッラー）は言った。

　「復活の日までに存在することを書け。」

　するとそのことができた。それから彼は高御座を創造し，それからその後玉座を創造し

た。それは水の上にある。それから諸天と諸地と両者の中の物と両者の間の物を創造し，

それから諸々の被造物の所有者達を創造し，それらと共に知識を取り囲んだ。そしてそれ

らの諸部分の差異とそれらの諸世界の分割に従った数でそれらを数えた。それから意志と

その知恵の管理がある限り，まっすぐに割れ目を広げた。それからそれらを １ つにするこ

と（tawh
4

īd）のうちで，それらのために定めたものに従って，諸々の理性（‛uqūl）を出

現させた。それからその（理性の）諸決定の成長の中で諸々の霊を創造し，それから諸々

の胸（s
4

udūr）を創造し，それらを諸々の霊の位置する場所に置いた。そして生の定着に（置

いた）。それから，最も高いマラクートを創造し，それから，諸質の諸々の光から諸文字

を創り出した。そしてそれを最初の「保護された書板」（27）の上に置いた。陳述のために

その中に書かれることは構造的なペンによらず，おおよそ理解（でき）ない。それらはた

だ彼（アッラー）―いと高き―の言説によりそれに追加した永遠の意志であるのみである。

…〈中略〉…それから（より低次の）マラクートの世界を創造した。〔kubrā 		pp.455－

456〕

　このように，kubrā の記述するアッラーの創造の順序では，最初のペンと書板は高御座

に先行する。もっとも，光から創造された文字は最も高いマラクート世界の後にできてい

る。これらの文字は最初の保護された書板の上に配置されることで，最も高いマラクート

世界よりも上位に位置し，それゆえペンが書板に書いた文字は，高御座の世界も物理的世

界も含めて循環すると考えられるのではなかろうか。

　以上のような，文字と数に関する記述の理解を前提に，具体的な呪術の例として次に妊

娠・出産に関わる呪術の例を見ていく。

　 ３ 　妊娠・出産に関わる呪術の例

　kubrāでは，特に個別の呪術処置をまとめて記述するということはしていない。アッラ

ーの99の別名に関する記述など，別々の記述の中に様々な呪術が出てくる。ここでは，妊

娠・出産に関わる物をいくつか抜き出してその内容を見ていくことにする。

妊娠・出産に関わる呪術の例
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　⑴ バスマラにまつわる呪術（28）

バスマラ「慈悲遍き慈悲深きアッラーの名にかけ）ب	س	م	ا	ل		ل	ه	ا	ل	ر	ح		م		ن	ا	ل	ر	ح	ى	م　

て」の独立形）（29）…＜中略＞…ガラスカップの中に40回それらを書き，豊富な・（メッカの）

ザムザムの泉の水と共に又は甘い井戸の水（と共に）それらを拭い，そしてその水を飲ん

だとき，どんな病気であってもアッラー―いと高き―はそれを回復させる。そして出産が

困難である女が飲んだとき，すぐ生む。…＜中略＞…そして彼女の子供が生き長らえない

女と，妊娠しない不妊者に月経不浄から彼女が清浄となる後に ３ 日，110回書き，彼女が

シートを引き受け，夫が彼女と性交渉したとき，彼女はアッラー―いと高き―の許可と共

に妊娠するであろう。60日後，シートを放置してはならない。するとアッラー―いと高き

―の許可により彼女は健全な子を妊娠し，彼女の胎児のために苦痛を見ず，困難も見ない

であろう。そして61回書き，彼女の子供達が生き長らえない者がそれを引き受けたとき（子

供達は）生き長らえる。そしてそのことは検証されており，（アッラーの別名の １ つ）強

力な（qadīr）各々に従い，アッラーかけて真正である。〔kubrā 		pp.37－38〕

　

　これは，クルアーンの開扉の章の冒頭の語句を連結しない独立形のアラビア文字で書い

た魔除けである。

　⑵ 天体の動きに関わる呪術（30）

　そして彼（アッラー）―創造するいと高き（ta‛ālā	al-khāliq）―の名称について言えば，

火に関係する三角形の（星座の）（31） １ つの上昇と共に，銀の指輪の上にそれを刻みそれ

を身につけた者が，彼の妻と性交渉すると，アッラー―いと高き―の許可と共に彼女は妊

娠する。〔kubrā 		p.59〕

　

　これは，天体の動きとアッラーの別名の １ つの効力を結合させた呪術である。

の文字を1000回書く呪術（32）（シーン）ش ⑶　

　その中にシーンの文字を1000回，その行為がふさわしい日ごとに（行為）時の最初に書

くべし。…＜中略＞…物理的世界におけるシーンの諸秘密は，数え切れないほどに多い。

さもなければ，彼と共に彼の諸器官内に苦痛のある物はそれを運ばないであろう。なぜな

らその苦痛は分娩者を除いても特に強力だからである。そしてそれは彼女にとっての難産
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をよりた易くする。〔kubrā 		p.104〕

　シーンの文字を1000回書くことの意味については，上述部分に先立ち次のように記述さ

れる（33）。

　シーンは，高御座（‛arsh	عرش）の諸文字の最後の中にある。それらは様々な諸世界を

１ つにすることに関わる。次いで，運命により予定された階段があったとき，そして物事

各々に高御座を整えたとき，シーンは諸文字の高御座である。それはそれらの関係及びそ

れらの諸階段が高いことを代表する。諸文字の中で1000の諸文字がそれらの高御座を完成

させるものを見出さない。なぜならそれ（1000）は諸文字の木の根幹であり，それらまで

のシーンは諸文字の終わりとそれらの登上であるからである。ただそれら（シーンと

1000）を別としてはそれらの内部中に枝があるのみである。そのため，1000はただそれら

（諸文字）の中にある限りそれら以前に存在するだけである。

　そしてシーンが1000の形態のようであったとき，それらは協働して様々に適合する。そ

して（連結せずに） ３ 文字の中に広げられる1000はこのようである。	ا ل ف	そして（連結

せずに） ３ 文字の中に広げられるシーンはこのような文字である。	ش ى ن	そしてその連

結（شين）はその連結のようである。 ３ 文字から構成されたシーン以外（の文字）がある

としてもシーンの表す高御座はない。なぜならそれは類似する物と（タウヒード（唯一神

崇拝）の）確立のための目標へと至らないからである。以上のように彼の言説に先立ちタ

ウヒードの確立への印を「アッラーは証言し」， ２ つの家と ２ つの世界における被造物の

不在（を証言し）（34），玉座（kursī）のスィーン（س）（を証言した）。そして玉座は彼（ア

ッラー）を，つまり高御座を運ぶということは不適切でない。なぜなら汝は，物体は太陽

の高御座のための玉座であると考えるからである（35）。そして真実においては，まっすぐ

で細い各々は太い各々に従う。そのため類似させることの不在の（＝比類ない）ために，

1000は諸々の文字を軽くしそれらを細くする。そして（アリフの文字の形である）立った

滴をそれらに立てる。そして文字に関係した諸々の １ において，それに似ることはない。

それら以外からはそれらの態様で認識されず， １ つの語（kalima）の最後においてそれら

（諸々の １ ）以外（の数字）はそれ（ １ つの語）に先行しない（36）。そこでそれらは最初

に関わることと最後に関わることを指し示す。さもなければ玉座の世界は高御座の世界へ

のつながりに適合する。シーンは全体での高御座の階段の最後であるために，その最後は

妊娠・出産に関わる呪術の例
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ヌーン（ن）の分類に従う。ヌーンは諸存在を運ぶ（h
4

āmil）。つまり，大きな魚（37）である。

ヌーンはシーンに由来するので。そして諸存在はヌーンに由来する（38）。以上のように高

次の世界はヌーンに由来する。（アッラー）―いと高き―は言った。「ヌーンかけて，ペン

かけて，彼らが線描することにかけて。」（39）それゆえペンは目に見えるそのヌーンに由来

する。その事柄は，隠された秘密になじむその内奥の遮蔽物（kāff）である。そしてこれ

は線描されるようにしないシーンの秘密である。〔kubrā 		p.104〕

　このように，シーンは高御座を意味する文字‛arshの最後の文字であり，そのシーンを

３ 文字で書いた文字（ش ى ن）の最後の文字ヌーンは諸存在の由来源である。また文字の

中で最も大きな数を表す1000（alf）は，アラビア語アルファベットのアリフ（alif）と同

じ表記であり，この前に文字はなくまたこれは １ も意味する。それゆえシーンを1000回書

くことには特別な意味があり，これが呪術的な力の根拠とされているのである。

　⑷ 魔法陣（40）を用いた呪術（41）。

　シートに書き，それを，子供達を流産する女に運んだ時，彼女はその後流産しない。…

＜中略＞…そしてこれはそのイラスト（s
4

ūra）である。〔kubrā 		p.497〕

　続く〔kubrā 	p.498〕には25×25の表の中にmālik	al-mulki	dhū	al-jalāli	wa	al-ikrāmi（力

と名誉を持つ王権の支配者）の25文字（م ا ل ك ا ل م ل ك ذ و ا ل ج ل ا ل و ا ل ا ك ر ا م）を上下左

右に一文字ずつずらして入れる魔法陣が描かれている。このアッラーの別名に関わる魔法

陣では同じ文字が斜めに並ぶ。またこれらの文字はいずれも数価を持ち（右から40,	1,	30,	

20,	1,	30,	40,	30,	20,	700,	6,	1,	30,	3,	30,	1,	30,	6,	1,	30,	1,	20,	200,	1,	40），縦と横はいずれの行

も和が等しくなる（42）。このような，魔法陣の文字の並びと文字によって示される数の和

という文字と数の神秘的力がおそらく呪術的力の根拠となっていると考えられる。

　以上，kubrāに現れるいくつかの呪術を見てきた。これらが元来のブーニーの思想とど

の程度関わりがあるかは不明であるが，文字と数の神秘的な力が呪術の力の根拠となって

いる。ではそのような力はいったいどのようにしてもたらされるのだろうか。この問題を

考える前にアッラーの別称の １ つ，khāliqの記述中の妊娠・出産に関する記述を見ていく

ことにする。
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　 ４ 　アッラーの別称の １ つ，khāliq（創造者）と妊娠・出産について

　ここでは，アッラーの99の別称の内，この名称に関する記述を中心に，妊娠・出産に関

する考えを見ていく。胎児の成長に関する記述には他の著作からの影響も見て取れる（43）。

　次のことを知れ。アッラーは ７ つの諸天を創造し，それらに諸々の光の覆いと，徴収し

た諸奇跡の運搬諸装置を置いた。そして ７ つの諸地を創造し，それらにその恩恵の諸宝庫

を置いた。…＜中略＞…そして付け加えるなら，汝の中にこれらの諸段階（at
4

wār）に関

係することを置き汝を小さな世界と呼んだ。真実を追求する者達の一部（44）は言った。

　「汝は小さな塊であると主張する。だが汝の中には最も大きな世界が折り畳まれている。」

そしてそのことは，諸段階の内66（45）×1000の段階を集め，24時間により分けられる24×

1000の霊魂を集める。そしてそれらは １ 日と １ 夜に従い分けられる。そのとき，（それは）

１ 日と １ 夜に従って分かれるそのことに従って，24時間である。次いで，アッラーは全て

の段階が地である下位の諸段階のステップに従って汝の心の諸段階を置く。暗闇の覆いは

それ（地）の覆いであり，それらの恩恵の（46）暗闇である。そのことに従い，物理的な汝

の成長の諸段階を置く。次いで，彼（アッラー）―いと高き―が言ったことの最初は，「卑

しい水から」（47）である。それから我々はそれをしっかりとした定着において精液とし，

それから我々はクルアーンのくだりの凝血（48）などに創造する。これは困難な諸問題

（mushkilāt）の ７ つの諸段階である。だが汝は困難な諸問題を除くと ６ つの諸段階の中

にある（49）。つまり，アッラーは創造されたのと創造されない諸精液を知る技術（霊知）

について委託された高御座の天使達に命じる。次いで彼らは，アッラーが生じることを望

む者の前で精液を手にする。そして彼ら（天使達）は精液が子宮に落ちるまで前進し続け

る。すると天使達の手で（精液は）それ（子宮）に遭遇する。そして彼らは子宮内にゆっ

くりと置く。そして彼らは子宮内でうろうろする。そして彼ら（天使達）はそれ（子宮）

の上にアッラーを呼び，シャイターン（悪魔）はそれ（子宮）に近づかない。そして彼ら

は40日ずっとそのことに従う。…＜中略＞…なぜなら彼（アッラー）に従う高御座は慈悲

遍き（rah
4

mān）の名称であるからである。というのも，子宮（rah
4

im）は慈悲深さ（rah
4

īm）

により割れるからである。そしてそのため彼（預言者ムハンマド）―彼に平安があります

ように―は言った。

　「アッラー―いと高き―は，それは子宮であると言う。そして私は，慈悲深さはそれ（子

アッラーの別称の１つ，khāliq（創造者）と妊娠・出産について
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宮）を示す名称が名称に関係することに由来すると考える。そこでそれ（子宮）に到達す

る者は我々に到達し，それ（子宮）を切断する者は我々を切断する。そして40（日） １ つ

の精液と共にずっと諸精液の天使達はうろうろする。それは彼らのもう １ つの世界におけ

る目標のためにそれらを強固にする目標である。」

　（忠告）次のことを知れ。胎児が ４ か月に達し動いたとき，降下は早急である。そして

医者達は ７ （か月）時の赤ん坊は生存すると言った。そして ８ か月時に生まれたとき生存

せず，賢人達と占星術師達の間の研究が生じた。そこで賢人達は言った。 ７ か月の完成と

共に子供は出るために動く。そして出るなら（子供は）生存する。他方，準備されていな

いならば動きの後に腹の中に入る。そして ８ か月目内には動かない。このためその動きは

少なくこれは危機の前である。なぜなら，危機の日において自然は準備中に出生の危機を

１ 日と １ 夜で押し出すことに従事するからである。そして排出のために静かになる。そし

て ８ （か月）目における動きが覆いを除去するならば，諸々の熱の類がその場所で上昇す

る。そのため子供は弱さの極限で弱くなり生き長らえない。そして占星術師達は次のこと

を言った。子供は子宮内に至ったとき，最初の軌道の教育と共に土星が教育する。 ２ 番目

は ７ （か月）目まで木星である。次いで ８ （か月）目へと至ったとき，休憩（があり），

それは土星の所有である。なぜならそれは乾燥して冷たく，その性質は死であり，子供は

生き長らえないからである。そして最初は真正である。

　そして次のことを知れ。赤ん坊が最初の40（日）に達したとき，知識の天使達はそれを

譲渡し，その事柄を考慮する。次いでアッラーがそれと共にその死又はその落下（流産）

のような事柄を望んだとき，彼ら（天使達）に彼（アッラー）の命令を忘れさせる。一方

アッラーがその先天的性質の完成を望んだとき，神の秘密を伴った諸天の人々の骨がそれ

（赤ん坊）に達する。（それは）言葉（による説明）を考慮する（ことができ）ない（50）。

成長の完成は不幸であれ幸福であれ全体のヌーンを伴う（51）。そしてそれ（赤ん坊）のた

めに成長の完成が完全となったとき，タウヒードの天使達はそれを受け取る。以上のよう

に信頼できる天使達が右側の人々のうちにあるなら，アッラーはそれ（赤ん坊）のために

信頼と知恵と追加の諸々の光の間で集める。するとそのこと（52）と共に，それ（赤ん坊）

の出産において天と地の間の物を満たすアッラーの光が目に見える。そして天使達はそれ

らの諸々の声をタフリール（53）とタクビール（54）と共に上げる。そしてこれを預言者達と誠

実な者達と証人達と正しい者達に授ける。他方アッラーが彼の自然の性質の光と彼の知恵

の諸々の光を削除したとき，諸天と地を誤謬が満たす。するとシャイターン達と放蕩者の
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諸霊が叫ぶ。そして目に見える暴力ではなく，むしろ懲罰の力を持つ知恵の顕現と意志の

完成を導く不服従のために火を灯す。…＜中略＞…我々は水に由来して生きるもの各々を

配置する。その中で生のための物各々は諸世界内の世界の中の秘密である。それは水の軌

道（55）中の内部である。それは（アッラー）―いと高き―が言った，彼の玉座の水である，

最も遠い永遠の高御座の洪水から得た物のうちである。そして彼（アッラー）の高御座は

水の上にある。

　（忠告）次のことを知れ。彼（アッラー）―創造するいと高き―の名称から創造由来の

段階（t
4

awr）における霊由来のその諸要素の数は731（56）である。それをその初めの軌道

において汝は見出すであろう。管理者はこの精液を40日管理する。そして特別にされた名

称の力に固着した霊性（rūh
4

ānīya）により日ごとにその秘密が広がる。次いで，段階に関

係し，光に由来する覆いに関係した40（日）が完成したとき，それらの上を回るのは，永

遠の設置への（アッラー）―創造者―の名称と共に，そして一時的な書物と，霊性の帰属

と始まりの諸段階から創造する者の数（と共に），それらの諸管理を伴う彼―造物主（bāri’）

でいと高き―の名称である。全体の補助は，それらの諸世界の管理と共に彼―造物主―の

名称により胎児を伸ばす244の光である。…＜中略＞…そして ３ つの諸名称の循環が完成

するまで，循環に関係するそれらの諸軌道がそれらを回るこれらの光に由来する諸段階は

止まらない。それら（ ３ つの諸名称）は創造者（khāliq）と造物主（bāri’）と形成者（mus
4

awwir）

である。これらは，彼―力強くいと高き（ta‛ālā	al-qadīr）―の名称を彼らに伸張する。つ

まり諸々の運命の光からそれの上へ溢れ出る。〔kubrā 		pp.441－444〕

　

　以上のkhāliqに関する記述からは，胎児の発生に関する考えの一端がうかがえる。

⑴　まず，人間を含む生き物は，アッラーの玉座の水から作られるという点である。これ

は，最も遠い永遠の高御座の洪水から得られるもので，kubrā 		p.483の宇宙観を表す図で

は，惑星や恒星よりも外のかなり外にあり，その水の上に高御座があるという。

⑵　受胎後，人間は惑星が教育する。この点は純正同胞会の第25書簡や一部のアラビア語

医学書や占星術書（57）と似た発想を持つが，ここでは １ か月目を土星が教育し， ７ か月目

までを木星が教育し， ８ か月目に休憩があり，土星の所有となるので，古代ギリシア以来

考えられていたように ８ か月時に生まれた胎児は生き長らえないと考える。

⑶　赤ん坊が受胎後最初の40日に達したとき，知識の天使達がそれを譲渡する。天使達は

それまでは精液の周囲をうろうろし，その後 ３ つのアッラーの別名（khāliq,	bāri’,	

アッラーの別称の１つ，khāliq（創造者）と妊娠・出産について
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mus
4

awwir）が胎児に影響を及ぼすと考えている。妊娠 ４ か月はただ胎児が動くのみであ

りそれ以外に特に意味を認めていない。

　これらのうち多くのハディースでも述べられる⑶の期間は宗教的勤行に関する別の個所

でも問題となっているので次にこの問題について見ていく。

　 ５ 　宗教的勤行と受胎後40日の期間について

　以上に引用したkhāliqの説明の続きには次のような記述がある（58）。

　（アッラー）―創造者，造物主，形成者，に讃えあれ―は言う。孤立と勤行（riyād
4

a）

の期間は40日である。すると汝のために諸事の諸々の微粒子から（目に見えないことを）

明らかにする。そしてそのジクル（神名の喚起）についていえば，慈悲遍く慈悲深きアッ

ラーの名にかけて，おお神よ，汝は第 １ の被造諸物とそれらの構成要素の創造者である。

…＜後略＞〔kubrā 		p.444〕

　また，アッラーの別名bāri’「造物主」の説明の中には次のような記述がある（59）。

　次のことを知れ。アッラー―いと高き―が創造者の彼の名称と共に構成の完成すること

を望んだとき，諸世界と共に彼の名称「造物主」の軌道はそれを伸張させる。それから「形

成者」と共に（伸張させる）。そして彼の名称「強力な（qadīr）」の軌道はその上に装飾

される（60）。そしてそれのために諸作用を始め，そのとき預言者の諸々の印である霊に由

来する出産の最初に（構成の完成が）生じる。それらは諸会期の最初でありそのため彼（預

言者ムハンマド）―彼に平安がありますように―は彼の言説と共に，まるで彼が罪のない

者であるかのように罪による後悔に注意を払う。そしてもう １ つのハディースにおいては，

彼の母が彼を生む日のように彼の諸々の罪から出る。これは，諸々の高度な出産の諸段階

の最初である。そして諸傷の落下の最初である。次いで，その諸々の線の最初が345の線

である管理のページの中で彼らが様々な色に塗ることを完成し，又は構成に関わる諸段階

の霊知と，この名称を伴ったアッラーへの接近と共に名称の階段の現実化を完成したとき，

（罪の）破壊は必然である。そして思考は，マラクートの諸世界と諸秘密の観察に執着す

る。そして汝には，タウヒードの諸真実の中を（61）深く貫通することが課される。次いで，

汝が孤立へと入ることを望んだとき，汝は40日勤行すべし。そして， ３ つの諸名称の誦唱

は義務であり，それらはある状態が汝を圧倒する，創造者（khāliq），造物主（bāri’），生
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きた形成者（mus
4

awwir）である。すると諸世界は汝に話すであろう。そして汝には，各

時に諸名称の誦唱が課される。〔kubrā 		p.446〕

　これらの記述にも出てくるように，40日の宗教的勤行は天使により胎児に霊が吹き込ま

れる期間と関係している。これに関係して次のような真偽不明の逸話が伝えられている（62）。

　私（アフマド）はシャイフ・アブドゥル・サマド・アル・アンダルスィー（63）―アッラ

ーが彼に満足しますように―の前に座っていた。そして男が（64）シャイフに近づいたとき

シャイフは良き返事と共にサラーム（挨拶）（65）を返した。…〈中略〉…

　彼（シャイフ）は彼（男）に言った。

　「汝の断食40日を過ごし完成せよ。そして私に会いに来て，汝の必要を実行せよ。」

　そこで男は（40日の）期間過ごして断食を実行し，それからシャイフに会った。そして

彼（シャイフ）に言った。

　「おー，私の主よ，私は40日の断食を実行しました。」

　次いで彼はシャイフと共に言った。

　「今私・汝は道徳的卓越の資格が与えられました（66）。」

　それからシャイフは（中に）入り，彼と共に布 １ 切れを出した。次いでそれを開き，そ

れを長く注意深く見てそれに同意した。そして彼の頭を揺らし，それ（ １ 切れ）をその男

へと引き渡した。そしてシャイフはそれ（ １ 切れ）を彼に勧めた。次いで男は聴聞及び慎

み深い行為と共に返事した。そしてシャイフの手を受け取った。男が我々から見えなくな

ったとき，私はシャイフへと近づき，彼の手を受け取った。そして私は言った。

　「おー，私の主よ，あなたがこの男へと引き渡した １ 切れは何なのですか。」

　するとシャイフは言った。

　「おー，アフマドよ，その中にはアッラー―いと高き―がただそれと共により良きこと

を望んだ者についてのみ見えるようにする秘密がある。」

　そこで私は言った。

　「おー，私の主よ，それと共に汝が私に知らせる（こと）について言えば，私には返事

を返す（ことは）できません。そこで私は私の霊魂（nafs）の中で取得します。」

　そして私は言った。

　「私を置いてください。」

宗教的勤行と受胎後40日の期間について
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　私は ２ 回シャイフに尋ね，次いで数日掃除し，それらについて彼に尋ねた。だが彼は私

に（何も）知らせなかった。そこで私は １ 年間彼に言葉をずっと繰り返した。だがシャイ

フは私に返事を返さなかった。そして １ 年後になったときシャイフは自発的に私に言った。

　「おー，アフマドよ，汝の質問について望む物はこれである。」

　そこで私は彼に言った。

　「おー，私の主人よ，私はこの祝福された諸名称について知ることとそれらに携わるこ

とを望んでいます。」

　するとシャイフは言った。

　「おー，アフマドよ，汝がそのことを望むなら，40日断食せよ。それらの中では霊の持

ち主も，霊から出た物も食べてはならない。次いで，汝がそのことを行うなら，私は汝に

それらの中の物を知らせる。」

　そこで私は聴聞と服従と共に彼に返答した。それから私は断食へと引きこもった。する

とアッラー―いと高き―はそのことについて私を補助した。次いで私が40日の断食を完成

したとき，私はシャイフに会って彼の手を受け取り，彼に断食について知らせた。すると

シャイフは言った。

　「今，道徳的卓越が必然とされた。」

　それからシャイフは孤立した場所に入り，長く見えなくなり，それから出た。そして彼

の手の中に布 １ 切れがあった。次いで彼はそれに同意した。それから彼は言った。

　「おー，アフマドよ，それの中の物を汝は知っているか。」

　そこで私は言った。

　「私は知りません。」

　するとシャイフは言った。

　「次のことを知れ。これらの諸名称はムーサー（モーセ）の敵とシュアイブ（67）―両者（ム

ーサーとシュアイブ）に平安がありますように―の敵の上に書かれた。そしてユースフ（ヨ

セフ）―彼に平安がありますように―の調理器具の中に美しい特徴で書かれた。そしてダ

ーニヤール（ダニエル）―彼に平安がありますように―の剣の上にあり，煉獄の中に投げ

られたときイブラーヒーム（アブラハム）―彼に平安がありますように―と共にあった。

そしてイーサー（イエス）―彼に平安がありますように―と共にあり彼はそれを使徒達の

ために教えた。そして彼らの最後は使徒シムウーンである。そしてアッラー―いと高き―

をそれと共に呼び出しそれと共に諸々の病と諸病気は回復する。それらを運ぶことを捕食
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性諸動物と残りの被造諸物は恐れる。アッラーはジン（幽精）と人類の邪悪からそれを保

護する。残りの（邪悪な）諸言語は，彼から離れて凝固する。諸戦争の中で多くの者達の

間に入るとしても，誰も彼の手を固めず，決して誰も邪悪と共に殺人をすることができな

い。諸軍と敵達は彼の前で打ち負かされる。そして彼の頭における頭痛又は彼の目におけ

る眼炎又は彼の体における諸病中の病気のような，苦痛が彼と共にある者は，これらの諸

名称を鳥の皮紙の中に又はガゼルの皮紙の中に書け。そしてその上を掌で打て。そして

（クルアーンの）開扉の章と玉座のくだり（68）（と）純正の章（69）と最後の ２ つの章

（mu‛awwidhatān）（70）を，麝香及びサフラン及びバラ水を濃くしたガラスカップの中に

書け。そしてそれらを飲め。するとアッラー―いと高き―は不快に感じる物全体から彼を

健康回復させるであろう。…＜後略＞」〔kubrā 		pp.248－249〕

　この逸話によれば，アフマド（ブーニー）が導師から，呪術的な力を有する諸名称の秘

密の書かれた布きれ（刊本にはそれと思しきイラストがある）を授与されるために， １ 年

間無言の導師に従った後に，指示を受けた40日の勤行がなされ，その後に道徳的卓越が完

成して初めてその秘密を教わっている。ただ勤行の内容については，中に霊が入っている

者を食べずに引きこもる以外はあまり詳しくはわからない。これについては次のような記

述がある（71）（72）（73）。

　彼（アッラー）―いと高き，見えないことをくまなく知る（ta‛ālā	‛allām	al-ghuyūb）―

のジクルを40日続ける者は，それらの中に霊（のある物）を食べてはならないし，彼の妻

達を近づけてもならない。すると人々の諸状態を知り，彼以外の者からは見えない物を見

るであろう。そしてそれを続ける者は諸々の不思議を見る。そして彼の時代の中にその（不

思議なことの）類は残存しない。〔kubrā 		p.280〕

　日曜日に勤行を始め，勤行の条件で40日断食し，そして １ 日ごとに432回クルアーンの

くだりを唱え，夜のうちに少ししか眠ってはならない。そして健全な隔離場所（khalwa）

にいて，それらの中で諸々の音について何も聞いてはならず，朝と夕に香を慣習とし，沈

香（‛ūd）と竜涎香（nadd）（74）と麝香及び竜涎香を合わせた香の一種（ghāliya）を一緒に

合わせ，乳香を保持せよ。そして汝の上着は清浄で白であるべし。そして ３ 日ごとにグス

ル（大浄の儀礼）をせよ。そして，握った麝香で香りづけせよ。そして，早朝礼拝の最後

宗教的勤行と受胎後40日の期間について



194

ブーニーに帰せられる呪術思想と妊娠・出産について

の部分で，そのジクルの次の部分に １ 回唱え，昼前の礼拝で １ 回（唱え），日没礼拝で １

回言え。次いで，20日が完成したとき，汝には召使たちの内の召使いが来る。そして汝に

言うであろう。

　「おー，アーダムの息子よ，汝のために20日が過ぎた。汝はこの労苦において，汝の霊

魂（nafs）の喜び（を得るべき）である。富について汝にとって十分である物を得よ。」

そしてこの言葉について汝のために誇張するであろう。だが，それについて何も受け取ら

ず，40（日）が完成するまで，ジクルを行い続けよ。そして夜ごとに健全な寝場所に注意

を払え。すると40（日）後に汝に対して家は光で満たされる。そして，「慈悲深き主から

の言葉によるサラーム（平安あれ）」（75）がその中に書かれた，汝がその中に（いる）諸々

の壁と場所を観察せよ。すると汝には天使が入る。それは乗物であり，彼の力は多く創造

する召使達からなる。そして汝にサラームを言う。〔kubrā 		p.262〕

　

　gyaybは隠れたことについて，shahādaは見えることについて，考慮することである。

そしてこの名称のために孤立と勤行と名称の誦唱継続とハラール（適法な物）を食べるこ

と（をなし），礼拝ごとに名称の誦唱の数を準備せよ。そして40（日）の完成後，手下に

４ つのリーダーがいる，彼の天使ヌールヤーイールが下りる。（ ４ つのリーダーは）ムル

クとマラクートから，彼のために（隠れたことを）暴露すると述べるために来る。そして

眠りと目覚めの中で，彼自身霊に関すること（rūh
4

ānīya）を見るであろう。〔kubrā		

p.473〕

　これらの記述でも，40日の完成後，天使が下りてきて宗教的勤行をした人に目に見えな

い秘密が暴露されている。このように，受胎後40日で胎児に霊を吹き込むという多くのハ

ディースにも述べられる日数は，数の神秘と相まって，神と人間を仲介する天使によりス

ーフィー的な宗教的勤行の成果が認められ，見えない秘密が暴露される日数と関連づけら

れている。以上見てきた所からすると，ブーニーに帰せられる文字と数の呪術の力という

ものは，単なる自己のエゴ実現のための手段ではなく，スーフィー的な神への帰依に基づ

く勤行の結果，高度な世界からいわば褒賞として与えられる神秘的な霊知（ma‛rifa）で

あり，単なるオカルトとして一笑に付すべき性質のものではないことは，広く出回ってい

るkubrāの印刷版の中からも看取されるのである（76）。
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　 ６ 　おわりに

　以上，ブーニーに帰せられる呪術と妊娠・出産に関わる記述を垣間見てきたが，まず呪

術においては，古代オリエントの時代から行われてきた出産呪術とは異なる，イスラーム

的要素や中国伝来ともされる魔法陣などの新たな要素も加わって，ブーニーに帰せられる

呪術理論を元にした多様な呪術が行われていることがうかがえる。また，文字と数の神秘

を重視する呪術思想から，アッラーの99の名称の意味を解説する中で，多くのハディース

でも述べられる，受胎から天使が霊を注入するまでの40日の期間が，宗教的勤行によって

天使が中に入る期間と結び付けられている。これらにおいては，いずれも文字と共にアッ

ラーと人間との間を仲介する多様な天使が重要な役割を果たしている。人知を超えたアッ

ラーをそのまま認識し，アッラーに直接願いをかなえてもらうことは困難だからである（77）。

　これは，初期メソポタミアのシュメール・アッカドのまじないで，上級神と下級神との

対話を通じてより人間に近い下級神が呪術的な知恵を授ける構図とも共通性を持つ。また，

プラトンの『饗宴』におけるディオティマの教説等で示される，神と死すべき者である人

とを仲介する「ダイモーン的なもの」〔プラトン著朴訳2007	p.98〕の重要性も，人知を超

えた神と人との間をどのように取り持ち，一般人にその恩恵をもたらすかという課題と密

接に結びついている。ブーニーの名を冠したものをはじめとしたイスラームの呪術と古代

オリエントやヘレニズム期の呪術との関係はまだ十分に研究されているとは言えないが，

多神教世界での呪術が一神教の下でどのように変容していったかという問題は，多神教と

一神教の融和という現代的見地からも今後とも研究に値する問題であろう。

〔注〕
（ １ ）　我が国での文化財の範疇に当たる製作物の例としては，例えばまじないボールと呼ばれる鉢

がある。イスラーム以前のアラム語で記された土器のまじないボールとその形は似ているが，
イスラームのものは金属製であり，そのうち年代のわかる最古の物はシリアの支配者ヌールッ
ディーン・ブン・ザンギーのために西暦1167年に製作された物である〔Pormann＆Savage-
Smith	2007	pp.151－153〕。

（ ２ ）　現在のアルジェリア沿岸にあるブーナ（ローマ時代のヒッポ、現代のアンナーバ）出身とさ
れる〔Gardiner	2012	p.87〕。

（ ３ ）　ブーニーの没年についてShams	al-ma‛ārif		wa	lat
4

tā’if	al-‛awārif の説明のところでオスマン朝
期の〔H

4

ājjī	Khalīfa,	Kashf 	 	4/75〕がH.（ヒジュラ暦）622年（厳密には西暦1225－6年だが殆
どは1225年に含まれる）を示すことから〔Ullmann	1972	p.390〕，〔Dietrich	2004	p.156〕もこ
の没年を採用するが，同著の別の箇所〔Kashf 	4/248〕ではH.630年（西暦1232－3年）を没年

お わ り に
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としていて，最近の論考では疑義を呈するものもある〔Gardiner	ibid.	p.93〕。
　なお，今回は参照できなかったが，わが国でのブーニーに関する研究としては阿部楽方	
1990年「アル・ブーニーによる偶数次親子方陣の一般的作法」『数学史研究』125	pp.27－36	，
また同1991年「ウァーラー・ハミヒラの ４ 方陣とアル・ブーニーの ４ 方陣の関係について」『数
学史研究』131	pp.3－11があるようである。

（ ４ ）　ma‛ārifはma‛rifaの複数形で，後者はヘレニズム神智学のグノーシスに当たる「霊知」と解
されている〔R.A.ニコルソン著中村訳	1996	pp.92－93〕のでそれに従った。なお，kubrā 刊本
の各巻頭ページ〔p.1,	143,	267,	397〕でも引用されている〔H

4

ājjī	Khalīfa,	Kashf 	4/75〕では
　「この本により狙われることは，そのことによりアッラー―彼に讃えあれ，そしていと高き
―の諸名称の高貴さと，諸々の知恵の諸本質の諸種類のうちそれらの海の中に横たえる物を知
ること，並びに労苦なくして神の臨在へと到達するクルアーンの諸節の諸文字を呼び起こし，
それに従う諸名称について，どのようにして恣にするかと，それと共に現世の欲求の諸目的に
達すること（を知ること）である。」
　原文：（但しこの刊本では実際にはアッラーの文字の上にシャッダはついていない。）

	المقصود	من	هذا	الكتاب	ان	يعلم	بذلك	شرف	اسمآء	الّل	سبحانه	و	تعالى	و	ما	اودع	فى	بحرها	من	انواع	الجواهر		
	الحكمياّت	و	كيف	التصريف	باسمآء	الدعوات	و	تابعها	من	حروف	السور	و	الآيات	يتصّل	بها	الى	الحضرة	الرباّنيةّ	من	غير	تعب	و

ما	يتوصّل	بها	الى	رغآئب	الدنيا
と現世利益的側面が強調されており，	書名をGreat	Sun	of	knowledgeとする紹介〔Pormann＆
Savage-Smith	ibid.	p.148〕などに影響していると思われる。

（ ５ ）　kubrāの名のついた写本のうち最も早い物は，西暦1623年に年代づけされるバイエルン州立
図書館MS2755であるという〔Gardiner	ibid.	p.124〕。

（ ６ ）　なお，〔Gardiner	 ibid.	p.132,139〕によれば学問的な版の第 １ 巻がCorderoの博士論文
〔Cordero2009〕の中で産出されている。これはパリとベルリンにある ４ つの写本を元にした
校訂本でスペイン語訳と共にweb上で公開されている。Corderoの第 １ 巻は筆者の参照した
kubrāの刊本では １ ・ ２ 巻のpp.1－266に当たると思われ， ４ 巻からなる全体576ページ（ペー
ジは通し番号）の半分位であり，中身も刊本とかなり異なる。全体の整合性をとる観点から本
稿ではこの校訂本を底本とはしていない。

（ ７ ）　印刷された版はH.1291/1874年のカイロの石版画がモデルとなっているとされ，最古の物は
H.1297/1879年にボンベイで確立した物であるという〔Hamès	2011	p.141〕。なおHamèsは，ト
ルコ語訳の存在については触れていない。また〔Cordero	 ibid.	p.xix〕はAlsanによるトルコ語
訳について触れている。

（ ８ ）　ブーニーの呪術思想のうち文字と数の関係については〔Lory	1987－88	p.102〕参照。
（ ９ ）　引用原文：（以下本文中の引用原文について，中略部は\で示す。また全体的に刊本の印刷が

悪く消えかかっている点や線などは推定しているが，破線の下線部は特に印刷が悪く見にくい
部分を示す。実線の下線部は刊本の誤りと考えて訂正した部分を示す。）

	و	اعلم	أن	اسرارالّل	و	معلوماته	اللطائف	و	الكثائف	و	العلويات	و	السلفيات	و	الملكوتيات	على	قسمين	أعداد	و	حروف	فأسرار
	الحروف	في	الاعداد	و	تجليات	الاعداد	في	الحروف	فالاعداد	العلويات	للروحانيات	و	الحروف	لدوار	الجسمانيات	و	الملكوتيات	و

	الاعداد	سر	الاقوال	و	الحروف	سر	الافعال	فعالم	العرش	أعداد	و	عالم	الكرسى	حروف	فنسبة	الحروف	للاعداد	كنسبة	الكرسى
للعرش	فبسر	الاعداد	فهمت	القدرة　

（10）　刊本ًلدورはلدورの誤りか。
（11）　一般には‛arshは玉座，kursīは椅子を意味し，〔Gardiner	ibid.	p.106〕は前者をThrone（玉座），

後者をFootstool（足台）とする。ただ〔kubrā 	p.483〕の宇宙観を表したバームクーヘン状の
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図と，文字呪術を取り扱った〔Ibn	 ‛Arabī,	al-Ftūh
4

hāt 	1/227〕ではkursīは‛arshの腔内に見出さ
れるとしている点，日本語では玉座を取り囲む構造体が高御座であるという点に留意し，ここ
では〔中田監修2014〕のクルアーンの訳語に従う。

（12）　ムルク，ジャバルート，マラクートの世界については〔中村2002	pp.100－121〕参照。但し，
ブーニーに帰せられる著作では語彙が体系的でないのみならず，存在の個別化過程も叙述され
ず〔Lory	1987－88	p.101〕，これらの世界の概念もわかりにくい。

（13）　引用原文：
	فبسر	الاعداد	فهم	سر	العقل	الربانى	و	بسر	الحروف	فهم	سر	الروح	الروحانى	فآخر	مرتبة	العقل	أول	مرتبة	النفس	العلوية		و	هي	الفيض

	الاول	أيضا	كما	أن	الحروف	مأخوذة	من	حرف	الشئ	و	هو	طرفه	و	كان	العدد	أوله	و	أوسطه	و	لكل	أول	وسط	و	طرف		فبسر
	الحروف	فهم	سر	الكرسى	الاعلى	و	الكرسى	الواسع	الابهى	و	ذلك	أن	الذوات	من	العالم	العلوية	و	السلفية	مختلفة	باختلاف	ذواتها	في
	الكرسى	الاعلى	و	اختلاف	نقلها	و	أطوارها	في	الكرسى	الابهى	فالكرسى	الواسع	أول	مبادى	العرش	من	نسبة	أول		انبعاثات	الحقائق
	الملكوتيات	و	استمداد	آخر	درجة	من	السفليات	أول	درجة	من	العلويات	✩	و	اعلم	أن	العرش	الابهى	فيض	النور	الاول	و	الكرسى
	الواسع	فيض	النور	الثانى	و	الكرسى	الاعلى	فيض	النور	الثالث	فالفيض	الاول	أعنى	الثالث	هوالاول	و	الثالث		هو	أول	الحروف	و

آخر	مرتبة	العدد	و	هو	السرالمعبر	عنه	بحقيقة	البشر	الذى	فيه	التنبيه	بقوله	تعالى	انى	خالق	بشرا	من	طين
（14）　rūh

4

は英語のspiritにあたる霊的な物を意味するが物質的な気息も意味することがあり，nafs
の意味とも相まって様々な見解がある。

（15）　新プラトン主義的な流出論の影響と思われる。Corderoは洪水を意味するfayd
4

をla	
emanación	divina（神的流出）としている〔Cordero2009	pp.xx-xxi〕。

（16）　クルアーン，サード（38）章71節。以下クルアーンの参照章節は〔中田監修2014〕による。
（17）　母音が表記されておらず，文脈からしても橋と交差点のどちらの理解も可能である。
（18）　引用原文：

	و	لا	مغير	لذوات	جرمها	بما	يظهر	في	عالم	الحقيقة	الجلية	البشرية	و	سر	التركيب	و	هى	لحقائق	الكرسى	الاعلى	ذلك	في	عالم	الملك
و	تظهر	له	حقيقة	العالم	الانسانية	سر	للكرسى	الواسع	عالم	الجبروت	و	تشهد	به	في	حقائق	الروح	العلوية	أسرار	الكرسى	الابهى

（19）　引用原文：
	و	لما	كانت	حقيقة	العالم	العلوى	و	السفلى	نسبة	في	ذات	العرش	كان	سر	ثباتهم	فيه	بالسطرين	المكتوبين	بالنورين	أعنى	النور

	الابيض	و	النور	الاخضر	و	هما	لا	اله	الا	الّل	محمد	رسول	الّل	فذالك	السطران	النورانيان	أسفل	العرش	فافهم	حقيقة	هذه	اللطيفة
	النورانية	و	لما	كانت	الثمانية	الذين	يحملون	العرش	يصدر	عنهم	أرواح		الملكوتيات	و	أنوار	لجبروتيات	كان	العالم	العلوى	كله	أنوار

او	نور	الانوار	و	هو	العرش	و	منورالنور	هو	الّل　
（20）　刊本ذللكはذلكの誤りか。
（21）　クルアーン，必ずする者（69）章17節参照。なお，イブン・アラビーによれば ８ つの天使が

存在するのは来世の復活の時であり，現世では ４ つである〔Ibn	‛Arabī,	al-Ftūh
4

hāt 	1/226〕。
（22）　引用原文：

	و	كان	لكل	فلك		٣		أحرف	يبرز	من	كل	نور	حرف	سائل	ثم	أفق	كل	ملكوت	و	جبروت	و	فلك	نور	الملكوت	يمد		العقول	و	نور
	الجبروت	يمد	الارواح	و	النور	الملك	يمد	القلب	فتمت		٢٤			للثمانية	أملاك	من	ضرب	ثلاثة	في	ثمانية	و	لذلك	من	قال	لا	اله	الا	الّل
	محمد	رسول	الّل	وصلت	العرش	و	ذلك	ان	تصعد	الكلمة	الطيبة	بذاتها	لان	لها	نسبة	في	الملك	و	عروجا	في	الجبروت	و	صعودا	في
	الملكوت	قال	تعالى	اليه	يصعد	الكلم	الطيب	و	العمل	الصالح	يرفعه	و	لذلك	من	قالها	عند	نومه	بالعدد	المذكور	باتت	روحه	تحت	العرش
	ىتغذى	من	ذلك	بحسب	قواها	و	لذلك	من	قالها	عند	رؤية	الهلال	أمن	من	سائر	الاسقام	و	من	قالها	عند	دخول	المدينة	أمَن	من	فتنتها	و

			من	قالها	بقصد	التطلع	في	العلويات	كشف	له	غيب	ما	قصده
（23）　刊本لّلはالّلの誤りか。
（24）　「」内の信仰告白を意味する ２ つのフレーズはいずれも12文字のアラビア文字からなり，合

計すると24文字になる〔Canaan2004	p.177〕。
（25）　引用原文：

注
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ブーニーに帰せられる呪術思想と妊娠・出産について

	فكان	أول	ما	خلق	الّل	تعالى	القلم	الاول	ثم	بعده	اللوح	الاول	و	قال	للقلم	اكتب	فقال	و	ما	أكتب	قال	اكتب	ما	هو	كائن	الى
	يوم	القيامة	فكان	ذلك	ثم	خلق	العرش	ثم	خلق	بعده	الكرسى	و	هو	على	الماء	ثم	خلق	السموات	و	الارضين	و	ما	فيهما	و	ما	بينهما	ثم
	خلق	ذوات	الموجودات	و	احاط	بها	علماً	و	أحصاها	عدداً	على	اختلاف	أجزائها	و	تفرقة	عوالمها	ثم	نشر	الفطر	على	استواء	ما	كان

	مشيئة	و	تدبير	حكمه	ثم	ابرز	العقول	على	ما	قدر	لها	من	توحيدها	ثم	خلق	الارواح	في	نشأة	احكامه	ثم	خلق	الصدور	و	جعلها	مراكز
	الارواح	و	مستقر	الحياة	ثمّ	خلق	الملكوت	الاعلى	ثم	انشأ	الحروف	من	انوار	صفات	و	أودعه	اللوح	المحفوظ	الاول	المكتوب	فيه

		للذكر	ليس	بقلم	تركبي	و	لا	يفهم	تقربي	و	انما	هي	ارادة	أزلية	مضافة	له	بقوله	تعالى		\				ثم	خلق	عالم	الملكوت
（26）　クルアーン，星座（85）章22節参照。
（27）　同上参照。
（28）　引用原文：

	ب	س	م	ا	ل	ل	ه	ا	ل	ر	ح	م	ن	ا	ل	ر	ح	ى	م				\					و	اذا	كتبها	في	جام	زجاج	أربعين	مرة		و	محاها		بماء	زمزم	أو	ماء	بئر
   عذب	و	شرب	من	ذلك	الماء	أى	مريض	كان	عافاه	الّل	تعالى	و	اذا	شربت	منه	متعسرة	عن	الولادة	وضعت	حالا			\			و	اذا	كتبت
	١١٠			مرة	للمرأة	التى	لا	يعيش	لها	ولد	و	العاقر	التى	لم	تحمل	بعد	طهرها	من	الحيض	ثلاثة	أيام	و	حملت	الورقة	و	وطئها	الزوج

	فانها	تحمل	باذن	الّل	تعالى	و	لا	تضع	الورقة	بعد	ستين	يوما	فانها	تحمل	بولد	صالح	و	لا	ترى	لحمله	ألما	ولا	مشقة	باذن	الّل	تعالى	و
							اذا	كتب	احُدى	و	ستين	مرة	و	حملها	من	لا	يعيش	أولادها	عاشوا	و	قد	جرب	ذلك	و	صح	و	الّل	على	كل	شئ	قدير

（29）　アラビア語の語を連結形でなく，独立形で １ 文字ずつ分けて書いた場合に呪術的効力が増す
ために，各々の文字を独立形で書いている。〔Canaan	 ibid.	p.152〕も参照。またバスマラの19
文字は地獄の門を守る19の霊に対応するという〔Canaan	ibid.	p.130〕。

（30）　引用原文：
و	اما	اسمه	تعال	الخالق	من	نقشه	على	خاتم	فضة	و	الطالع	أحد	المثلثات	النارية	و	تختم	به	و	جامع	زوجته	حملت	باذن	الّل	تعالى

（31）　おそらく，黄道12宮内の地・水・火・風の ４ 要素のうち火の要素を持つ星座の上昇を指すと
思われる。これらは線でつなぐと三角形になる。純正同胞会の書簡とプトレマイオスの『テト
ラビブロス』を参照。（〔Ikhwān	al-s

4

afā’	,	Rasā’il 	1/123〕の第 ３ 書簡の記述及び〔ibid.	2/435〕
の第25書簡の記述，並びに〔Ptolemy	（ed.	 tr.）	F.E.Robbins	1940	pp.82－87〕を参照）純正同
胞会はイスラームのオカルト科学の黄金期の主要部の １ つであるという〔Gardiner	 ibid.
p.117〕。

（32）　引用原文：
	و	يكتب	فيه	حرف	الشين	ألف	مرة	في	أول	ساعة	من	كل	يوم	يليق	به	عمله				\				و	أسرار	الشين	في	العالم	الجسمانى	أكثر	من	أن
			تحصى	الا	أنه	لا	يحمله	من	به	وجع	في	أعضائه	لان	ذلك	الالم	يقوى	عليه	الخاصة	فيه	الا	النفساء		فانه	يهون	عليها	الولادة	بانزعاج

（33）　引用原文：
	كانت	الشين	في	آخر	حروف	العرش	و	هي	من	توحيد	العوالم	المتعددة	فلما	كان	الترتيب	القدرى	و	لما	رتب	لكل	شئ	عرشا	كانت
	الشين	عرش	الحروف	و	ذلك	لعلو	منصبها	و	ترتيبها	و	لا	يوجد	في	الحروف	ما	يكمل	عروشها	الاحرف	الالف	لانه	أصل	شجرة

	الحروف	و	الشين	اليها	انتهاء	الحروف	و	عروجها	و	لا	يكون	بعدها	فرع	الا	من	باطنها	فلذلك	الالف	لا	يكون	قبلها	الا	ما	هو	منها
	و	لما	كان	الشين	كشكل	الالف	كانت	المناسبة	الشكلية	مشتركة	و	الالف	منبسطة	في٣		أحرف	هكذا	ا	ل	ف	و	الشين	منبسطة	من	٣

	أحرف	هكذا	ش	ى	ن	و	كانت	نسبته	كنسبته	و	ان	كان	غير	الشين	مركبا	من	٣	أحرف	لا	يكون	عرشا	للشين	لانه	لا	ينتهى	الى	غاية
	لما	أشبه	و	الرسوخ	و	كذلك	تقدم	من	قوله	شهد	الّل	اشارة	الى	رسوخ	التوحيد	و	عدم	الوجود	في	الدارين	و	العالمين	و	السين	الكرسى
	و	لا	يبعد	أن	يكون	الكرسى	هو	الحامل	له	أعنى	العرش	لانك	ترى	ان	الجسم	كرسى	لعرش	الشمس	و	في	الحقيقة	ان	كل	لطيف	قائم

	بكل	كثيف	و	لذلك	كانت	الالف	أخف	الحروف	و	ألطفها	لعدم	التشبيه	و	اقامتها	قطر	اقائما	و	لا	شبيه	لها	في	الآحاد	الحرفية	و	لا
		يعرف	عليها	من	غيرها	و	لا	يتقدمها	غيرها	في	آخر	الكلمة	فهى	تشير	الى	الاولية	و	الاخروية	الا	ان	عالم	الكرسى	أليق	بالاضافة
	الى	عالم	العرش	و	لما	كان	الشين	آخر	مرتبة	العرش	على	الجملة	كان	آخره	على	التفصيل	النون	و	النون	هو	حامل	للاكوان	أعنى

	الحوت	فالنون	مستمد	من	الشين	و	الاكوان	مستمدة	من	النون	و	كذلك	العالم	الرفيع	مستمد	من	النون	قال	تعالى	ن	و	القلم	وما
	يسطرون	فالقلم		مستمد	من	تلك	النون	الذى	هو	ظاهر	ذلك	الامر	الذى	الكاف	باطنه	الدالة	على	السر	المكتوم	و	هذا	سر	الشين	لا

		يجعل	مسطورا
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（34）　「」内はクルアーン，イムラーン家（ ３ ）章18節参照。タウヒードは唯一神崇拝を意味する
とともに， １ つにすることを意味するので ２ つの世界が １ つになるという意味。

（35）　わかりにくいが，太陽を含む天の軌道の外側に玉座の軌道，更にその外側に高御座の軌道が
あり，كرسى（kursī）という語中のスィーンの文字（س）で表される玉座は，سを文字の形の中
に含むشを語の最後に含む高御座を運ぶ物体であるという意味であろう。

（36）　 １ つの語を意味する	kalima（كلمة）という語の語末のター・マルブータ（ة）は単数を表す
ため １ 以外の数字は先行しないという意味か。

（37）　ヌーンを光の洪水の中を泳いで存在を運ぶ魚に喩えている。h
4

āmilは「妊娠する」も意味し，
このことから子孫をもたらす文字ともなっている。

（38）　刊本مسمتدはمستمدの誤りか。
（39）　クルアーン，筆（68）章 １ 節参照。筆章はヌーン章ともいう。なお筆者はqalamを筆ではな

くペンと訳した。
（40）　アラブで最初に現れるのはジャービル・ブン・ハイヤーンの著作であり，その中では西暦 １

世紀のティアナのアポッロニウスに帰せられているが，中国の港を訪れたアラブとペルシアの
商人によって西アジアに導入された可能性の方がよりありそうであるという〔Ittig1982	
p.89〕。魔法陣のうち最も単純な物は ３ × ３ のものであり，西暦850年成立とされるタバリー著
の医学書『医学における知恵の宝庫』〔T

4

abarī,	Firdaws 	p.281〕等の医学書や呪術書でも出産
呪術として用いられている。これは縦・横・斜めのいずれの欄を足しても和が15になる魔法陣
であり，〔kubrā 	p.35〕では ４ 天使のうち死をつかさどる天使イズラーイール（‛izrā’īl）と関係
づけられている。

（41）　引用原文：
		و	اذا	كتب	في	ورقة	و	حملته	المرأة	التى	تسقط	الاولاد	فانها	لا	تسقط	بعد	ذلك			\			و	هذه	صورته

（42）　なお，この刊本では魔法陣の一番下の行の右から ６ 番目の字がكとなっているがاの誤りで，
左下隅のمはاの誤りであろう。トルコ語訳〔Alpay	（tr.）	1997	4/317〕では前者は訂正されてい
るが後者は訂正されていない。

（43）　引用原文：
	و	اعلم	أن	الّل	خلق	السموات	السبع	و	جعلها	حجب	الانوار	و	حاملات	كرامات	الجبايات		و	خلق	الارضين	السبعة		و	جعلها	خزائن

		نعمه			\			و	ان	الحق	جعل	فيك	نسبة	هذه	الاطوار	و	سماك	بالعالم	الصغير	قال	بعض	المحقيقين
	و	تزعم	انك	جرم	صغير				✩					و	فيك	انطوى	العالم	الاكبر

	و	يجمع	ذلك	ستة	و	ستون	الف	طور	من	الاطوار	تجمع	أربعة	و	عشرين	ألف	نفس	التي		تنقسم	على	أربعة	و	عشرين	ساعة	و	هى
	منقسمة	على	اليوم	و	الليلة	فتكون	حينئذ	أربعة	و	عشرين	ساعة	على	ذلك	منقسمة	على	اليوم	و	الليلة	فجعل	الّل	أطوار	قلبك	على

	ترتيب	الاطوار	السفلية	طور	الكل	أرض	ثم	حجب	ظلمة	حجبها	و	ظلمة	رحمتها	فجعل	أطوار	نشأتك	الجسمانية	على	ذلك	فأول	ما
	قاله	تعالى	من	ماء	مهين	ثم	جعلناه	نطفة	في	قرار	مكين	ثم	خلقنا	النطفة	علقة	الخ	الآية	فهذه	سبعة	أطوار	مشكلات	فأنت	في	ست

	أطوار	غير	مشكلات	و	ذلك	أن	الّل	يأمر	ملائكة	العرش	الموكلين	بمعرفة	النطف	المخلقة	و	غير	المخلقة	فيأخذون	النطفة	في	مقابلة
	من	يريد	الّل	ابرازه	و	لا	يزالون	يتقدمون	حتى	تقع	النطفة	في	الرحم	فتنلقاها	أيدى	الملائكة	و	يضعونها	في	الرحم	مهلا	و	يطوفون

	في	الرحم	و	يسمون	الّل	عليها	فلا	يقربها	شيطان	و	يدومون	على	ذلك	أربعين	يوماً				\				لان	العرش	عليه	اسم	الرحمن	لان	الرحم
	مشتق	من	الرحيم	و	لذلك	قال	عليه	السلام	يقول	الّل	تعالى	هي	الرحم	وأنا	الرحمن	اشتققت	لها	اسما	من	أسمائى	فمن	وصلها	وصلنى

	و	من	قطعها	قطعنى	و	لا	يزال	ملائكة	النطف	طائفين	بالنطفة	أربعين	و	هو	مبلغ	أشدها	لمبلغ	في	عالم	آخرهم	（تنبيه）	اعلم	أن
	الجنين	اذا	بلغ	أربعة	أشهر	و	تحرك	فانه	يكون	سريع	النزول	و	قالت	الاطباء	ان	المولود	لسبعة	يعيش	و	اذا	ولد	لثمان	لا	يعيش	و
	وقع	بحث	بين	الحكماء	و	المنجمين	فقال	الحكماء	ان	الولد	عند	كمال	السبعة	اشهر	يتحرك	للخروج	فان	خرج	عاش	و	ان	لم	يتهيأ
	يشرع	في	البطن	عقب	الحركة	و	لا	يتحرك	في	الشهر	الثامن	و	لهذا	تقل	حركته	و	هذا	قبل	البحران	لان	الطبيعة	في	أيام	البحران
	تشتغل	بدفع	البحران	المولد	في	المعدة	يوماً	و	ليلة	و	يسكن	للتسريح	و	ان	نفس	التحريك	في	الثامن	يقوم	مقامه	مثل	الحرارتين	و
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	لذلك	يضعف	الولد	غاية	الضعف	و	لا	يعيش	و	قال	المنجمون	ان	الولد	اذا	صار	في	الرحم	يتربى	بتربية	الفلك	الاول	زحل	و	الثانى
		المشترى	الى	السابع	فاذا	انتهى	الى	الثامن	استراح	و	هو	ذو	زحل	لانه	بارد	يابس	طبعه	الموت	و	لا	يعيش	الولد	و	الاول	أصح

	✩			و	اعلم	أن	المولود	اذا	بلغ	الاربعين	الاولى	فان	ملائكة	العلم	يتسلمونه	و	يتدبرون	أمره	فاذا	اراد	الّل	به	أمرا	مثل	موته	أو	سقطه
	انساهم	أمره	و	اذا	أراد	الّل	تمام	خلقته	فانه	يتناوله	عظام	أهل	السموات	بحكمة	الهية	و	لا	يعتبر	بالقول	و	تمام	النشأة	بنون	الجمع	اما

	شقى	أو	سعيد	و	اذا	تم	له	تمام	النشأة	تتلقاه	ملائكة	التوحيد	و	كذلك	ملائكة	الامانة	ان	كان	من	أهل	الىمين	جمع	الّل	له	بين	الامانة
	و	الحكمة	و	أنوار	الاضافة	فعند	ذاك	يظهر	في	ولادته	نور	الّل	يملأ	ما	بين	السماء	و	الارض	و	ترفع	الملائكة	أصواتها	بالتهليل	و

	التكبير	و	هذا	خاص	بالنبيين	و	الصديقين	و	الشهداء	و	الصالحين	و	اذا	طمس	الّل	نور	فطرته	و	أنوار	حكمته	ملأ	السموات	و	الارض
					ظلمة	فتزعق	الشياطين	و	أرواح	الفجرة	و	تسعر	النار	لمعصية	سبقت	لا	لمخالفة	ظهرت	بل	لظهور	الحكمة	القهرية	و	تمام	الارادة
	\						و	جعلنا	من	الماء	كل	شئ	حى	فكل	ما	فيه	للحياة	سر	في	عالم	من	العوالم	فهو	داخل	في	فلك	الماء	و	ذلك	مما	اكتسب	من

	فيض	العرش	الازلى	الابدى	الذى	الماء	كرسيه	قال	تعالى	و	كان	عرشه	على	الماء	（تنبيه）	اعلم	أن	من	اسمه	تعالى	الخالق	عدد
	عوامله	الروحانية	في	الطور	الخلقى	سبعمائة	و	احدى	و	ثلاثون	فتجده	في	فلك	حصره	و	ان	هذه	النطفة	يدبرها	المدبر	أربعين	يوما	و

	لكل	يوم	من	الروحانية	المتعلقة	بقوة	الاسم	المخصوص	سعة	سره	فاذا	تمت	الاربعون	الطورية	و	الحجابية	النورانية	و	استدار	عليها
	اسمه	تعالى	البارئ	بتدبيراتها	باسم	الخالق	الى	الحط	الازلى	و	الكتاب	الدهرى	و	عدد	من	يخلقه	من	النسب	الروحانية	و	الاطوار

	البدائية	و	ان	الامداد	الكلى	هو	مائتان	و	أربع	و	أربعون	نورا	يمد	للجنين	من	اسمه	البارى	بتدبير	تلك	العوالم					\					فلا	تزال
	هذه	الاطوار	النورانية	تدور	عليها	أفلاكها	الدورية	الى	ان	يكمل		دور	الاسماء	الثلاثة	و	هي	اسم	الخالق	و	البارئ	و	المصور	فهؤلاء

	يمدهم	اسمه	تعالى	القدير	و	ذلك	أن	يفيض	عليه	من	أنوار	المقادير
（44）　純正同胞会の第25書簡「人間は少なく知っている（‛ālim）・小さな世界（‛ālam）であるが，

知（‛ālim）・世界（‛ālam）は大きな人間である。」原文：إِن الإنسان عالم صغير ، و العالم إنسان كبير
〔Ikhwān	al-s

4

afā’,	Rasā’il 	 	2/420〕を念頭に置いている可能性がある。なお〔kubrā 	p.461〕に
も同趣旨の「人間は複合体でありそれは小さな塊であるが，その中に最も大きな世界・知のマ
ットがある。」原文：و فيه الطوى العالم الاكبر					و ان الانسان مركب و هو جِرم صغير 
との記述がある。

（45）　アッラーを示すアラビア文字の数価の合計を意味する〔Canaan	ibid.	p.135〕。
（46）　刊本رجمتهاはرحمتهاの誤りか。
（47）　クルアーン，跪拝（32）章 ８ 節，送られる者達（77）章20節参照。
（48）　クルアーン，信者達（23）章14節，復活（75）章38節，凝血（96）章 ２ 節参照。
（49）　シャーフィイー派法学者マーワルディーの著作では，粘土から始める胎児の創造段階を ７ つ，

精液から始める段階を ６ つと考え，前者に状態（h
4

āla），後者に子供（walad）という語を用い
ている〔Māwardī,	al-H

4

āwī 		12/386－387〕。「 ７ つの諸段階」「 ６ つの諸段階」というのはこれ
を念頭に置いている可能性がある。なお，ブーニー作品をコピー，購入した人物にはシャーフ
ィイー派やハナフィー派と記録された者がいたという〔Gardiner	ibid.	p.113〕。

（50）　トルコ語訳〔Alpay（tr.）1997	4/152〕の「言葉とペンと共に説明する可能性がない：söz	
ve	kalemle	açıklamanın	imakânı	yoktur」という趣旨と思われる。

（51）　先述したようにヌーン（ن）は高御座を意味する‛arshの最後の文字シーン（ش）という文字
の発音をアラビア文字表記したとき（ش ى ن）の最後の文字である。このことから，最も高い
高御座の上のアッラーに由来する光の神秘的力を，天使を通じてより低い世界にもたらす媒介
の文字となっている。なお，ここではبنونという語の「ヌーンと共に（bi-nūni）」は「子孫達
（banūn）」の意味もかけられている。

（52）　刊本ذكはذاكの誤りか。
（53）　「アッラーのみが神である。」と唱えること。
（54）　「アッラーは偉大なり。」と唱えること。
（55）　この水の軌道は，高御座から溢れ出る玉座の世界にある軌道であり，kubrāの宇宙観では，
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高御座の軌道の次に遠い軌道である。遠い水の中で子供がつくられるとする考えは，古バビロ
ニア時代のアッカド語の出産呪術を記した粘土板YBC4603（YOS11,86）にもあり〔van	
Dijk1974〕，kubrāもこうした古くからの世界観・宇宙観を受け継いでいる。

（56）　アッラーの別名khāliq（ق	ل	ا	خ）を構成する各文字の数価を足すと731になる。
（57）　医学書としては例えば，〔‛Arīb	b.	Sa‛īd,	Kitāb	khalq	al-janīn 	pp.38－39〕，〔‛Alī	b.	‛Abbās	al-

Majūsī,	Kāmil 	1/139〕では純正同胞会の書簡〔Ikhwān	al-s
4

afā’,	Rasā’il 		2/421－426〕と同じく
１ ～ ７ か月目の各月をそれぞれ土星，木星，火星，太陽，金星，水星，月が管理し、 ８ ・ ９ か
月目はそれぞれ土星，木星が管理する。クーシュヤールの『占星術諸知識における技術入門』
でもほぼ同様である〔Yano	（ed.tr.）	1997	pp.156－159〕。

（58）　引用原文：
	و	يقول	سبحان	الخالق	البارئ	المصور	مدة	الخلوة	و	الرياضة	أربعىن	يوما	فانه	يكشف	لك	عن	دقائق	الامور	و	أما	ذكره	فالبسملة

اللهم	أنت	خالق	الموجودات	الاصلية	و	مكونها
（59）　引用原文：

	اعلم	ان	الّل	تعالى	اذا	أراد	أن	يكمل	التركيب	باسمه	الخالق	يمده	بعوالم	فلك	اسمه	البارئ	ثم	بالمصور	و	يتحلى	عليه	فلك	اسمه	القدير
	و	يحصل	له	الافعال	فعند	ذلك	يكون	بأول	الولادة		الروحانية	و	هي	معالم	النبوة	و	هي	أول	المقامات	و	لذلك	نبه	عليه	السلام	بقوله
	للتائب	من	الذنب	كمن	لاذنب	له	و	في	حديث	آخر	خرج	من	ذنوبه	كيوم	ولدته	أمه	فهذه	أول	أطوار	الولادات	العلويات	و	أول	سقط
	الجروح	فاذا	كمل	ما	نقشوه	في	صحيفة	التدبير	الذى	أول	سطوره	ثلثمائة	و	خمسة	و	أربعون	سطر	او	تحقيق	مراتب	الاسم	بمعرفة

	الاطوار	التركيبية	و	التقرب	الى	الّل	بهذا	الاسم	لزوم	الانكسار	و	تعلق	الفكر	بعوالم	الملكوت	و	مراقبة	الاسرار	و	عليك	بالتوغل	فى
	حقائق	التوحيد	فاذا	أردت	الدخول	الى	الخلوة	فتريض	أربعين	يوما	و	لازم	تلاوة	الاسماء	الثلاثة	و	هي	خالق	بارئ		مصور	حى	يغلب

	عليك	حال	و	تخاطبك	العوالم	و	عليك	بتلاوة	الاسماء	كل	وقت
（60）　多くのハディースにおいて妊娠40日又は40夜はアッラーにより定命（taqdīr）がされる期間

である。そのためにqadīrの名が装飾される。
（61）　刊本قىはفىの誤りか。
（62）　引用原文：	

	انى	كنت	جالسا	بين	يدى	الشيخ	عبد	الصمد	الاندلسى	رضى	الّل	عنه	و	اذا	رجل	أقبل	على	الشيخ	و	سلم	عليه	فرد	الشيخ	عليه	السلام
	باحسن	رد			\				فقال	له	الشيخ	امض	و	اتمم	صيامك	أربعين	يوما	و	ائتنى	تقض	حاجتك	فمضى	الرجل	و	أتم	الصيام	المدة	ثم	اتى

	الى	الشيخ	فقال	له	يا	سيدى	أتممت	صيام	الاربعين	يوما	فقال	بالشيخ	الآن	قد	استحقت	الفضيلة	ثم	ان	الشيخ	دخل	وخرج	معه	رقعة
	ففتحها	و	تأملها	طويلا	و	قبلها	و	هز	رأسه	و	دفعها	الى	ذلك	الرجل	و	اوصاه	الشيخ	بها	فاجاب	الرجل	بالسمع	و	الطاعة	و		قبل	يد
	الشيخ	فلما	غاب	الرجل	عنا	تقدمت	الى	الشيخ	و	قبلت	يده	و	قلت	يا	سيدى	ما	هذه	الرقعة	التى	دفعتها	الى	هذا	الرجل	فقال	الشيخ	يا
	أحمد	فيها	سر	الّل	تعالى	الذى	لا	يطلع	عليه	أحد	الا	أفراد	ممن	أراد	الّل	تعالى	به	خيرا	فقلت	يا	سيدى	أما	تخبرنى	بها	فلم	يرد	علىّ

	جوابا	فأخذت	في	نفسى	و	قلت	دعنى	اسأل	الشيخ	مرة	ثانية	فأقمت	أياما	و	سالته	عنها	فلم	يخبرنى	فلم	أزل	أردد	القول	عليه	مدة
	سنة	و	الشيخ	لم	يرد	علىّ	جوابا	فلما	كان	بعد	سنة	قال	لى	الشيخ	من	تلقاء	نفسه	يا	أحمد	ما	تريد	بسؤالك	هذا	فقلت	له	يامولاى	أريد
	الاطلاع	على	هذه	الاسماء	المباركة	و	الاشتغال	بها	فقال	الشيخ	يا	أحمد	ان	اردت	ذلك	فصم	أربعين	يوما	لا	تأكل	فيها	ذا	روح	و	لا
	ما	خرج	من	روح	فان	فعلت	ذلك	أخبرتك	بما	فيها	فأجبته	بالسمع	و	الطاعة	ثم	تجردت	الى	الصيام	فأعاننى	الّل	تعالى	على	ذلك	فلما
	اتممت	صيام	الاربعين	يوما	اتيت	الشيخ	و	قبلت	يده	و	اخبرته	بالصيام	فقال	الشيخ	الآن	قد	استوجبت	الفضيلة	ثم	دخل	الشيخ	الخلوة
	و	غاب	طويلا	ثم	خرج	و	الرقعة	في	يده	فقبلها	ثم	قال	يا	أحمد	أتدرى	ما	فيها	فقلت	لا	ادرى	فقال	الشيخ	اعلم	ان	هذه	الاسماء	كانت

	مكتوبة	على	عصا	موسى	و	عصا	شعيب	عليهما	السلام	و	كانت	مرقونة	في	حلة	يوسف	عليه	السلام	و	كانت	على	سيف	دانيال	عليه
	السلام	و	كانت	مع	ابراهيم	عليه	السلام	لما	رمى	في	النار	و	كانت	مع	عيسى	عليه	السلام	و	علمها	للحواريين	و	كان	آخرهم	شمعون

	الحوارى	و	كان	يدعو	الّل	تعالى	بها	فيبرئ	بها	العلل	و	الامراض	و	حاملها	تهابه	السباع	و	سائر	المخلوقات	و	يحرسه	الّل	من	شر
	الجن	و	الانس	و	تنعقد	عنه	سائر	الالسنة	و	يعقد	عنه	احد	يد	حتى	لو	دخل	بين	كثير	في	الحروب	و	قاتل	لم	يقدر	عليه	أحد	بسوء	ابدا
	و	تنهزم	بين	يديه	الجيوش	و	الاعداء	و	من	كان	به	الم	مثل	صداع	في	رأسه	او	رمد	في	عينه	او	علة	من	العلل	في	جسده	و	كتب	هذه

	الاسماء	في	رق	طير	أو	في	رق	ظبى	و	المقها	عليه	و	كتب	الفاتحة	و	آية	الكرسى	و	سورة	الاخلاص	و	المعوذتين	في	جام	زجاج
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		سمك	مسك	و	زعفران	و	ماء	ورد	و	شربها	فان	الّل	تعالى	يعافيه	من	جميع	ما	يكرهه
（63）　この人物の特定はできなかった。samad（永続者，自存者）はアッラーの別称の １ つ。
（64）　刊本برجلはرجلの誤りか。
（65）　クルアーン，部族連合（33）章44節参照。
（66）　刊本استحقيتはاستحقتの誤りか。完了形人称語尾のتはtuと読めば １ 人称，taと読めば ２ 人称な

のでシャイフと男の双方の発話とも考えられる。
（67）　聖書に記載されていないアラブの預言者の １ 人〔中田監修2014	p.17〕。
（68）　クルアーン，牝牛（ ２ ）章255節。このくだりについては〔kubrā 	pp.218－235〕に詳しい説

明がある。
（69）　クルアーン，112章。
（70）　クルアーン，夜明け（113）章と人々（114）章〔Canaan	ibid.	p.131〕。
（71）　引用原文（p.280）：

	و	من	داوم	على	ذكره	تعالى	علام	الغيوب	أربعين	يوما	لا	يأكل	فيها	روحا	و	لا	يقرب	نساءه	فانه	يطلع	على	أحوال	الناس	و	يرى	ما
				هو	غائب	عن	غيره	و	من	داوم	عليه	شاهد	الغرائب	و	لم	يبق	في	عصره	مثله

（72）　引用原文（p.262）：
	تبتدئ	بالرياضة	يوم	الاحد	و	تصوم	اربعين	يوما	بشرط	الرياضة	و	تقرأ	الآية	كل	يوم	اربعمائة	و	اثنين	و	ثلاثين	مرة	و	لا	تنام	من

	الليل	الا	قليلا	و	تكون	في	خلوة	صالحة	لا	يسمع	فيها	شئ	من	الاصوات	و	البخور	صباحا	و	مساء	عود	و	ند	و	غالية	و	حصا	لبان	و
	تكون	ثيابك	بيضا	طاهرة	و	تغتسل	كل	ثلاثة	ايام	و	تطيب	بالمسك	الممسك	و	تقرا	القسم	الآتى	ذكره	دبر	صلاة	الصبح	مرة	و	صلاة
	الضحى	مرة	و	قل	المغرب	مرة	فاذا	تم	عشرون	يوما	يأتيك	خادم	من	الخدام	و	يقول	لك	يا	ابن	آدم	مضى	لك	عشرون	يوما	و	انت

	في	هذا	التعب	فارح	نفسك	و	خذ	ما	يكفيك	من	المال	و	يبالغ	لك	في	الكلام	فلا	تقبل	منه	شيأ	و	لازم	على	الذكر	حتى	تتم	الاربعين	و
	كل	ليلة	تنظر	منامات	صالحة	و	بعد	الاربعين	يمتلئ	عليك	البيت	نورا	و	تنظر	للحيطان	و	المكان	الذى	انت	فيه	مكتوب	فيه	سلام	قولا

من	رب	رحيم	و	يدخل	عليك	الملك	و	هو	راكب	و	حوله	من	الخدم	خلق	كثير	و	يقول	السلام	عليك
（73）　引用原文（p.473）：

	و	الغيب	عبارة	عما	بطن	و	الشهادة	عبارة	عما	ظهر	و	لهذا	الاسم	خلوة	و	رياضة	و	تلاوة	الاسم	دائما	و	اكل	الحلال	و	تلاوة	الاسم
	دبر	كل	صلاة	عدده	و	بعد	تمام	الاربعين	ينزل	عليه	الملك	نوريائيل	تحت	يده	أربع	قواد	يأتى	للذاكر	يكشف	له	عن	الملك	و	الملكوت

			و	يرى	الروحانية	بعينه	في	النوم	و	اليقظة
（74）　一応〔Dozy1881	2/659〕のambreとの訳に従うが，〔Harawī,	Bah

4

hr 	p.285〕では，الندの説明
として「それは沈香と竜涎香と麝香から合成された」原文：مشك	و	عنبر	و	عود	از	بود	مركب	اوとあり，
合成した香の一種かもしれない。

（75）　クルアーン，ヤー・スィーン（36）章58節参照。
（76）　この点〔Gardiner	 ibid.	pp.129－131〕は，ブーニーとその作品がイスラーム思想と社会の史

料編纂の真剣な考慮から長く除外されてきたこと，多くの20世紀半ばの学者達が呪術を古代の
しつこい岩屑のようなもので，主に貧しく教育された者達の間で栄え，文化的衰退の瞬間に繁
栄する不合理で反社会的な先祖返りと見なしてきたことを批判する。そして，ブーニーの作品
がスーフィズムの輪郭と他のイスラーム思想の活動舞台を作り直すことを補助する可能性を指
摘する。

（77）　但しイスラームの呪術的製作物では書かれたテキストと異なり，時折天使に言及するほかは
神のみの呼び起こしをする傾向があるという〔Pormann＆Savage-Smith	ibid.	p.158〕。
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	 　 1 	 京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点

	 2 ～29	 京都大学熊野構内ＺＺ18区の発掘調査







1 　黒灰色土除去後の調査区全景（北から）

2 　完掘後の調査区全景（北から）
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1 　表土・攪乱除去後の調査区全景（北から）

2 　黒灰色土除去後の
　　調査区西部（北から）

４ 　完掘後の調査区西部
　　（北から）

３ 　灰褐色土除去後の
　　調査区西部（北から）
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1 　東西トレンチ（東から）

３ 　調査区東端付近の東西トレンチ南壁面（北東から）

2 　東西トレンチ西端の堆積（南から）

４ 　調査区西部の第 ９ ａ層
　　出土の土器片（南から）

５ 　調査区西壁の層位（東から） ６ 　火山灰様堆積物（東から）
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1 　集石ＳＸ16検出状況（東から）

３ 　瓦溜ＳＸ 1 検出状況（東から）

2 　井戸ＳＥ ８ 検出状況（西から）

４ 　瓦溜ＳＸ 1 検出状況（北から）

５ 　集石ＳＫ15検出状況（北から） ６ 　集石ＳＫ15検出状況（西から）
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1 　集石ＳＸ19検出状況（北から）

３ 　土器溜ＳＸ14検出状況（北から）

2 　集石ＳＸ19検出状況（東から）

４ 　土器溜ＳＸ14検出状況（西から）

５ 　集石ＳＸ11検出状況（西から） ６ 　集石ＳＸ11検出状況（北から）

図
版
七　

京
都
大
学
熊
野
構
内
Ｚ
Ｚ
18
区



1 　集石ＳＸ12検出状況（北から）

３ 　不定形土坑ＳＸ17検出状況（東から）

2 　集石ＳＸ12検出状況（東から）

４ 　不定形土坑ＳＸ17検出状況（北東から）

５ 　ＳＸ17鬼瓦出土状況（東から） ６ 　不定形土坑ＳＸ17完掘後（北東から）
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1 　南北溝ＳＤ45南端（南から）

３ 　集石ＳＸ20検出状況（東から）

2 　集石ＳＸ20検出状況（南から）

４ 　井戸ＳＥ ９ （西から）

５ 　井戸ＳＥ ９ 内部（北から） ６ 　溝ＳＤ46・ＳＤ47完掘後（北から）
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1 　集石ＳＸ15検出状況（東から）

３ 　井戸ＳＥ 1 円形木枠痕（南から）

2 　集石ＳＸ15北端検出状況（北東から）

４ 　井戸ＳＥ 1 （東から）

５ 　集石ＳＸ13検出状況（南から） ６ 　集石ＳＸ13南端検出状況（東から）
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1 　井戸ＳＥ ５ ・野壺ＳＥ ６ （東から）

３ 　井戸ＳＥ ５ ・野壺ＳＥ ６ 半割（西から）

2 　井戸ＳＥ ５ 内部（西から）

４ 　集石ＳＫ11検出状況（北から）

５ 　集石ＳＫ11検出状況（西から） ６ 　路面ＳＦ 1 検出状況（南東から）
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1 　埋納遺構ＳＸ ９ （北から）

３ 　埋納遺構ＳＸ ８ （南から）

2 　埋納遺構ＳＸ ９ の内部（南西から）

４ 　埋納遺構ＳＰ36（南から）

５ 　胞衣壺ＳＸ ５ （西から） ６ 　瓦溜ＳＸ ３ （北から）
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1 　瓦積みＳＸ ６ 南側の大溝ＳＤ 2 埋土
　　（南西から）

３ 　ＳＤ 2 東半の杭穴列（東から）

2 　ＳＤ 2 最下部の土師器小皿と杭穴（北から）

４ 　ＳＤ 2 東半の杭列堀方（東から）

５ 　ＳＸ ６ 北面（北西から） ６ 　ＳＸ ６ 検出後（西から）
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1 　ＳＸ ６ エリア 1 ・ 2 の瓦積み上げ状況（南から）

３ 　ＳＸ ６ ・ＳＤ 2 の断面（西から）

2 　ＳＸ ６ 掘削後（西から）

４ 　ＳＸ ６ エリア 2 の鬼瓦出土状況（北から）

５ 　ＳＸ ６ 畔～エリア 2 の北面の検出状況と
　　その北側の瓦積み基底部付近（北から）

６ 　調査区南壁の南北溝断面（北から）
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1 　縄文土器⑴（Ⅰ ４ ・Ⅰ15中期，Ⅰ26・Ⅰ27・Ⅰ30・Ⅰ33・Ⅰ37後期）

2 　縄文土器⑵（Ⅰ21・Ⅰ22・Ⅰ38・Ⅰ43・Ⅰ44・Ⅰ46・Ⅰ47・Ⅰ53・Ⅰ65・Ⅰ67後期）

図
版
一
五　

京
都
大
学
熊
野
構
内
Ｚ
Ｚ
18
区



古代の遺物（Ⅰ184・Ⅰ191・Ⅰ196土師器，Ⅰ197・Ⅰ209・Ⅰ220～Ⅰ222・Ⅰ224・Ⅰ228・Ⅰ245・
Ⅰ247須恵器，Ⅰ229黒色土器，Ⅰ237灰釉陶器）
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古代鬼瓦⑴（Ⅰ465）
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2 　軒丸瓦⑴（Ⅰ467～Ⅰ469・Ⅰ471・Ⅰ472）
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1 　古代鬼瓦⑵（Ⅰ466）



軒丸瓦⑵（Ⅰ486～Ⅰ490・Ⅰ495～Ⅰ497）
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軒丸瓦⑶（Ⅰ486～Ⅰ490・Ⅰ495～Ⅰ497）
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軒丸瓦⑷（Ⅰ498・Ⅰ499・Ⅰ501～Ⅰ503・Ⅰ509～Ⅰ511）
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軒平瓦⑴（Ⅰ512～Ⅰ516・Ⅰ518・Ⅰ520・Ⅰ522～Ⅰ526）
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軒平瓦⑵（Ⅰ527～Ⅰ539）
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軒平瓦⑶（Ⅰ541・Ⅰ542・Ⅰ544・Ⅰ547・	Ⅰ549・Ⅰ552・Ⅰ555～Ⅰ561）
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墨書土器（Ⅰ759・Ⅰ760埋納遺構ＳＰ35出土，Ⅰ754・Ⅰ755埋納遺構ＳＸ ８ 出土，Ⅰ781大溝ＳＤ 2 出土）
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1 　ＳＸ ６ 出土棟端瓦⑴（Ⅰ966）

2 　ＳＸ ６ 出土棟端瓦⑵（Ⅰ967）
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1 　ＳＸ ６ 出土棟端瓦⑶（Ⅰ968）

2 　ＳＸ ６ 出土棟端瓦⑷（Ⅰ969）
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1 　ＳＸ ６ 出土棟端瓦⑸（Ⅰ970）

2 　ＳＸ ６ 出土棟端瓦⑹（Ⅰ975）
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1 　ＳＸ ６ 出土棟端瓦⑺（Ⅰ973）

2 　ＳＸ ６ 出土棟端瓦⑻（Ⅰ974）

図
版
二
九　

京
都
大
学
熊
野
構
内
Ｚ
Ｚ
18
区



2019年 3 月29日　発行

京都大学構内遺跡調査研究年報
2017年度

編　集
発　行

印　刷
製　本

京都大学文化財総合研究センター

三 星 商 事 印 刷 株 式 会 社
京 都 市 左 京 区 吉 田 本 町

京都市中京区新町通竹屋町下ル弁財天町３００


	京都大学構内遺跡調査研究年報 2017年度
	序
	例言
	目次
	第Ⅰ部　2017年度京都大学構内遺跡発掘調査報告
	第１章　2017年度京都大学構内遺跡調査の概要
	１　調査の経過
	２　調査の成果
	３　北部構内ＢＧ36区ほかの立合調査

	第２章　京都大学熊野構内ｚｚ18区の発掘調査
	１　調査の概要
	２　層位
	３　先史時代・古代の遺跡
	４　中世の遺跡
	５　古代・中世の瓦
	６　近世の遺跡
	７　小結

	参考文献
	京都大学構内遺跡調査要項
	報告書抄録

	第Ⅱ部　京都大学文化財総合研究センター紀要Ⅹ
	ブーニーに帰せられる呪術思想と妊娠・出産について
	１　はじめに
	２　『大いなる諸霊知の太陽と諸利益の諸機知』刊本の呪術思想
	３　妊娠・出産に関わる呪術の例
	４　アッラーの別称の１つ、khāliq（創造者）と妊娠・出産について
	５　宗教的勤行と受胎後40日の期間について
	６　おわりに


	図版



