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古代の絵画表現について－烏丸綾小路遺跡出土の絵画土器から－

　（公財）京都市埋蔵文化財研究所　中谷 正和

１.　はじめに

京都市中京区に所在する烏
からすま

丸綾
あやのこうじ

小路遺跡からは、弥生時代の「絵画」土器が出土しています。

大きな注目を集めた烏丸綾小路遺跡の絵画土器ですが、それには何が描かれており、そこか

らどんなことがわかるのでしょうか？今回の発表ではこの絵画土器を出発点として、弥生時

代の文化や習俗について考えたいと思います。
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１．烏丸綾小路遺跡出土の絵画土器

　　・出土した遺跡と出土状況

　　・何を描いた土器か？

２．弥生時代の絵画表現の特徴

　　・弥生人の絵は上手？

　　・近位感覚による絵画表現

３．弥生絵画の物語表現

　　・物語表現の作法

　　・物語の内容について

４．絵画土器が写す風景

図１　調査位置図（1/2500）文献① 図２　遺構位置図（1/300）文献①
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図３　烏丸綾小路遺跡出土の絵画土器実測図（1/4）文献①

図４　烏丸綾小路遺跡出土の絵画土器と発表者復元案（縮尺不同）



２
図５　弥生土器や銅鐸に描かれた建物（1/4）文献②

図６　奈良県唐古・鍵遺跡の大型建物復元模型　文献③

図７　大阪府池上曽根遺跡の大型建物復元案　文献②・④

上段：浅川滋男復元案
中段：宮川長二郎復元案
下段：大型建物遺構実測図
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図８　弥生時代の絵画表現（縮尺不同）
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図９　弥生土器に描かれた「物語絵」（縮尺不同）文献⑤・⑥・⑦・⑧・⑨

鳥取県稲吉角田遺跡

奈良県清水風遺跡

岐阜県東町田遺跡

奈良県唐古・鍵遺跡 兵庫県養久山・前地遺跡
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１．大阪府平野遺跡　　　　　　　５．三重県上箕田遺跡　　　　　　９．奈良県唐古・鍵遺跡
２．兵庫県桜ケ丘神岡１号銅鐸　　６．兵庫県桜ケ丘神岡５号銅鐸　　10．愛知県亀塚遺跡
３．兵庫県桜ケ丘神岡１号銅鐸　　７．奈良県清水風遺跡　　　　　　11．兵庫県桜ケ丘神岡２号銅鐸
４．福岡県三沢ハサコの宮遺跡　　８．愛知県一色青海遺跡　　　　　12．奈良県清水風遺跡



図 10　銅鐸に描かれた「物語絵」（縮尺不同）文献⑩

図 11　銅鐸に描かれた「物語絵」の比較（縮尺不同）文献⑩

兵庫県桜ケ丘神岡 1号銅鐸

兵庫県桜ケ丘神岡５号銅鐸 図 12　京都市大藪遺跡遺構配置図（1/1500）文献⑪

図 13　京都市大藪遺跡検出の棟持柱付掘立柱建物（1/150）文献⑪
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付図１　発表で言及した遺跡（1/100,000）
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烏丸綾小路遺跡

上久世遺跡

中久世遺跡

大藪遺跡
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