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第 237 回　京都市考古資料館文化財講座『清盛の時代』 2012 年 6 月 23 日

第５回　六波羅・法住寺殿

財団法人 京都市埋蔵文化財研究所　田中利津子

１　鳥部野（鳥辺野）という地域

２　六波羅とその周辺

３　法住寺殿とその周辺

４　絵巻物に見る法住寺殿

５　出土瓦
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法住寺殿とその周辺（１：10,000）

図１　調査位置図 図２　法住寺殿とその周辺
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門１

西区第 2面全景

図３　調査１

溝 134 遺物出土状況

土坑 367 検出状況

埋納銭出土状況

0 10ｍ

図４　調査４

図５　調査５

井戸５

立会調査の成果一覧

調査３	 地表下 1.3 ～ 1.5m で鎌倉時代の遺物包含層、地表下 1.5m 以下で鎌倉時代以前の路面

 を検出した。

調査８	 平安時代後期から鎌倉時代前期の東西方向の溝を検出した。

調査 10	 平安時代後期の東西方向の溝を検出した。室町時代の東西方向の溝を検出した。

調査 11	 平安時代前期の南北方向の溝を検出した。調査９で検出した路面の延長にあたる。

調査 12	 平安時代後期の地業、桃山時代の南北方向の築地・溝を検出した。桃山時代の遺構は

 太閤塀の西塀・内溝と推定できる。

調査 16	 平安時代中期の南北方向の溝、平安時代後期から鎌倉時代の東西方向の溝を検出した。
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図６　調査６・７

門１

土坑 3-219 甕出土状況

法住寺北殿跡
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図７　調査９
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図８　調査 14

出土した鍬形

出土状況

図９　調査 15
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図 10　調査 17

図 11　調査 18・19・20

最勝光院の井戸から出土した金具・荘厳具

最勝光院の築地地業 最勝光院の井戸
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図 12　年中行事絵巻に描かれた法住寺殿

図 13　復元模型（左・六波羅邸、右・法住寺殿）

（京都アスニー展示・京都市歴史資料館蔵）
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図 16　法住寺殿出土瓦（1：4）

図 14　平安時代後期の各地の瓦
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図15　蓮華王院再建時の瓦（1：8）
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