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指令　“御土居の構造を解明せよ ”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公財）京都市埋蔵文化財調査研究所 　関広　尚世 

１．自己紹介
　　「地域」や「時代」による相違点 
　　「地域」や「時代」を超えた共通点 

２．３つの指令
　　指令１　御土居を調査せよ
　　指令２　御土居の構造を解明せよ
　　指令３　御土居の調査成果を講義せよ

３．本来、御土居はどんな存在か？
　　森谷尅久、横井清　1967 年 「御土居史話」第１回～第９回　『日本美術工芸』 

４．御土居研究史
　　御土居とは？
　　御土居の歴史的意義

５．御土居の発掘調査史

６．2016 年度の発掘調査について
　　調査経過　９月１日～ 12 月５日、市営住宅建設工事による
　　遺構：御土居（堀・土塁）、石詰暗渠、平安時代後期木棺墓
　　遺物：土師器、鉄釘、石塔

７．2016 年発掘成果の意義

８．御土居調査や研究の今後について
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表１　御土居調査一覧表

図１　御土居調査地点位置図



図２  2016 年調査地と周辺の地形

図３　『京都惣曲輪御土居絵図』

　　　「下野道南」元禄 15(1702) 年
』図地量測地實市都京『 　４図

　　　明治 35(1902) 年

』図街市都京り入名町界区学『 　５図

　　　昭和 15(1940) 年

図６  御土居断面図（北区）

図７  御土居盛土方法模式図（北区）

図８  御土居暗渠模式図（南区）
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写真１　

北区中央断面

（南西から）

写真２　

北区盛土内集石検出状況

（北から）

写真３　

南区暗渠検出状況

（東から）

写真４　

南区暗渠断面

（西から）

写真６　

北区木棺墓近景

（北西から）

写真５　

北区木棺墓検出状況

（北から）
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