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1.本書は，高知公園西ノ丸西側石垣改修として実施された工事に伴う発掘調査の成果をまとめたも
ので，書名は「史跡高知城跡－高知公園西ノ丸西側石垣改修工事に伴う調査報告書－」とした。

2.本事業は，文化庁の指導により高知県文化生活スポーツ部歴史文化財課が実施した。石垣改修工
事は株式会社東山建設，改修工事に伴う調査及び整理作業業務は公益財団法人高知県文化財団（埋

蔵文化財センター）に委託し,実施された。
3.史跡高知城跡は高知市丸ノ内に所在する国史跡であり，区域内に重要文化財建造物15棟を有する。
4.本事業は史跡高知城跡整備計画推進委員会石垣部会の北垣總一郎，高瀬哲郎，山中稔，故萩原三雄

各委員の指導を受けて実施した。
5.石垣改修工事に伴う調査期間は，令和4年1月5日～5月10日で，その後石垣の保全と整備が令和

4 年 5 月 31 日まで実施された。石垣改修工事に伴う調査及び積み直し記録に並行し報告書作成に
むけての整理業務を令和5年3月25日まで実施した。

6.発掘作業・整理作業は次の体制で行った。
令和3年度

総 括：公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター所長 松田直則
総 務：同次長兼総務課長 橋田歩　同主査 門田香織
調査総括：同調査課長 吉成承三
調査担当：同チーフ 池澤俊幸　同専門調査員 筒井三菜　調査補助員 坂本憲彦
事務補助員：廣内美登利

　　令和4年度（平成3年度繰越含む。報告書作成業務）

総 括：公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター所長 松田直則
総 務：同次長兼総務課長 橋田歩　同主査 門田香織
調査総括：同調査課長 吉成承三
調査担当：同チーフ 坂本憲昭　同専門調査員 筒井三菜　調査補助員 坂本憲彦
事務補助員：廣内美登利

7.本書の執筆は，高知県文化生活スポーツ部歴史文化財課と筒井が行った。
8.本書に掲載した現場写真は池澤・筒井，遺物写真は筒井が撮影した。
9.掲載している遺構平面図の縮尺はそれぞれに記しており，方位Nは世界測地系のGNである。

10.遺物については，原則として縮尺1/3，瓦については縮尺1/5で掲載し，一部の遺物については縮
尺を変えているが，各挿図にはスケールを記している。また，遺物番号は通し番号とし，挿図と写
真図版の遺物番号は一致している。

11.石垣のレーザー測量及び空中写真測量についてはアジア航測株式会社に委託し実施した。
12.現場作業及び整理作業については下記の方々に行っていただいた。

発掘調査作業員
山口優幸，尾崎毅，村松広海
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整理作業員
吉本由佳

　また，報告書作成にあたっては，埋蔵文化財センターの諸氏の協力と援助を得た。
13.出土遺物の注記は調査略号を使用し,「21－7KCN」と注記し，図面・写真資料とともに高知県立埋

蔵文化財センターにおいて保管している。
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　高知城の石垣は，築城から400年を経たことによる石垣自体の老朽化，目詰まりなどが原因と思わ
れる「はらみ」，亀裂が各所に見られる状況にある。本丸南石垣の修復（平成12年度から平成15年度実施）

以前の工事は，保存修理の方針を十分に検討しないまま崩落や危険部位に対する応急的修復として
実施されており，石垣及び周辺遺構の事前調査は行われていない。石垣の修復は，その石垣の持つ時
代性・伝統的技術及び地域性（意匠・技法的特色）や，改修の有無など総合的な調査を行い，修復方針を
決定していくことが石垣の安全性の確保と遺構の適正保存の上からも重要である。
　今回改修工事を実施した西ノ丸西側の石垣では，令和 2 年 6 月に降雨の影響と考えられる崩落が
発生した。崩落原因は，石垣の裏込め幅が十分でなく，上面の樹木根の侵入や背面の盛土の沈下が生
じていたところに，降雨の影響で背面から押し出されたものと推定される。崩落箇所以外において
も石材の緩みや孕み出しが確認され，同様の崩落が生じる恐れがあったため，前後の石垣を含めた
解体・積み直しが必要となった。崩落箇所は交通量の多い市道に面しており，崩落が拡大すれば通行
車両に重大な影響を及ぼすことが懸念された。そのため，崩壊が発生した直後に応急対策工事を発
注し，崩落した石を撤去，Ｕ型側溝で水路の通水断面を確保したうえで大型土のうを配置し，石垣の
崩落拡大を防止した。また，法面をブルーシートで覆い，雨水の浸透による崩壊抑制を図った。
　西ノ丸は，高知城の西内堀に面しており，藩政期の絵図によれば侍屋敷や下屋敷として利用され
ていた。また，明治 6 年の『高知城の圖』では「蜜柑畠」との記載もみられる。崩落した石垣が存する西
ノ丸の西側付近は，絵図で石垣が描写される箇所が搦手門の周辺に限られ，その北に連なる西ノ丸
西側については，石垣のない塀の描写にとどまっており，前述の『高知城の圖』でも「枌葺（そぎぶき）

塀」との記載と描写がみられる。崩落した石垣の上部には0.5～0.6ｍ幅の帯状のコンクリートが打設
され，その上部も含めて明らかな現代構造物と認められる。一方で下部の石垣 3 段は，築石の大きさ
や形態が城内の石垣と比較して小さく，不揃いであり，近代以降の西ノ丸の再整備等に伴う改修等
により構築された可能性も否定できないものの，近世に整備された可能性もある石垣である。石垣
全体の構築時期が不明であるが，明らかな現代構造物が存することから原状復旧とせず，安全性を
確保しつつ，中世から近世にかけての城郭史上全国でも重要な史跡高知城跡の保存を図り，良好な
景観を確保することが今回の改修工事の重要な目的である。本工事の実施に際しては，石垣に関す
る専門家で構成する「史跡高知城跡整備計画推進委員会石垣部会」の専門的な助言・指導を受けた。

ᾈۀࣄ�ओମ
高知県（文化庁の国庫補助事業により実施）

ᾉ�৫ɾؔऀ
文化庁文化財部文化財第二課・文化資源活用課
高知県文化生活スポーツ部歴史文化財課（令和3年度は高知県教育委員会文化財課）



2

2. 実施経過　

ᾊ�ॿऀݴ
史跡高知城跡整備計画推進委員会石垣部会委員　北垣　聰一郎

　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　高瀬　哲郎
　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　山中　稔
　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　萩原　三雄（令和４年２月19日逝去）

ᾋ�ؔஂମ
ɹൃ۷ௐࠪɹެӹஂࡒ๏ਓߴݝจԽஂࡒຒଂจԽࡒηϯλʔ
ɹࢪཧɹެӹஂࡒ๏ਓߴݐݝઃٕज़ެࣾ
ɹऀࢪɹɹ౦ݐࢁઃࣜגձࣾ
ɹੴɹɹɹࣜגձࣾ҄ాݐઃ
ੴ֞ଌྔɹΞδΞߤଌࣜגձࣾߴӦۀॴ

աܦࢪ࣮���
ᾇ࣮ࣄ�ٴͼࢸʹࣄΔػܖ

　高知城の石垣の修理が本格的に取り組まれることとなった契機は,高知城の石垣対策について平
成10年度に歴史・地質・建築等の専門家による「高知城石垣調査委員会」が設置された。委員会では,
石垣総合調査を平成10・11年度に実施し，平成12年3月に報告書が刊行された。
　平成12年度以降実施した高知城の石垣の保存修理は，以下のとおりである。

・本丸南石垣の修理工事（平成12～15年度）

・三ノ丸石垣改修（平成16～21年度）

・追手門東北矢狭間塀石垣の修理（平成24・25年度）

・梅ノ段北側石垣の復旧工事（平成29～令和2年度）※台風による倒木の影響で崩落

　今回の西ノ丸西側石垣は，令和 2 年に降雨の影響とみられる崩落が発生したことを契機に石垣復
旧工事を実施したものである。崩落箇所は高知市道に面しており，崩落した石材が市道の排水路に
落下し，流水を阻害していた。崩落が拡大した場合，市道の通行車両に危険が及ぶため，崩落直後に
は応急対策工事を発注し，水路内の石材を撤去したあとにプレキャストＵ字溝を設置して通水断面
を確保するとともに，大型土のうを崩落箇所の前面に据え付けることにより崩落の拡大を防止した。
また，石垣上部の法面にブルーシートを敷設し，雨水の浸入を低減した。

ᾈܦۀࣄ�ա
　令和3年度に石垣の本復旧工事に着手した。崩落箇所の前後区間においても石垣の孕み出しや緩
みが見られたため，一連の区間としてL=58mを施工範囲とした。先の応急対策工事で設置したブ
ルーシート，大型土のう，Ｕ字溝を撤去した後，レーザー測量を行い，施工前の状態を記録したうえ
で栗石の幅や石の合わせ方などを記録しながら，石垣の解体を実施した。石垣の安定のために吸出
防止材と裏込栗石を背面に設置しながら，事前の測量図面に基づき同配列で石を積み直した。
　改修前の石垣は，補強が目的と考えられる中段付近に帯状のコンクリートが打設されており，上
から石垣，帯状コンクリート，石垣の順に構成されていた。石の加工状況や緩み方から史跡高知城跡
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整備計画推進委員会石垣部会により，帯状のコンクリートから上部は近代に施工されたものと判断
されたことで撤去のみとし，復旧は行わないこととした。また，コンクリート直下の石材についても
間知石の形状をなすため，コンクリートの上部と同時期と判断されることから，近代以降において
積まれたものは，復旧しないこととした。このため，文化財である石垣として保存する範囲は先に述
べた間知石より下部の石垣とした。石垣の勾配は比較的健全な状態で残っている前後区間の勾配を
基に起点部（北側）B.P. ～ No.0+17をS=1：0.22，終点部（南側）No.2+3～ E.P.をS=1：0.15，その中間を
擦り合わせ区間とした。根石は基本的に現状のまま存置することとし，積石についても原則流用す
ることとしたが，不安定な形状の石材や割れ石は，寸法を調整した同種の新補材に置き換えること
とした。今後の変状を予防するため，石垣上部の土砂部分は安定勾配の法面とし，表面水の処理のた
め天端に水路を再整備し，張芝により表面保護を図ることとした。

ᾉ�史跡高知城跡උܭըਪਐҕһձੴ֞෦ձ
　高知公園西ノ丸西側石垣改修工事の実施に当たっては，「史跡高知城跡整備計画推進委員会石垣
部会」（以下石垣部会という。）を設置した。工事の各段階で専門的な見地から指導をいただいた。会議
概要は次のとおりである。

　石垣の積み直し範囲は，当初県の方針は法面の安定，掘削範囲の縮小による史跡保護を図るため
にコンクリート直下の 3 段目まで石垣を復旧するものであったが，整備計画推進委員会及び石垣部
会の現地調査に基づく指導により，旧状をとどめていると推量される解体範囲北側の石垣が 2 段で
あることから修理により2段とする方針に変更した。その後，県から掘削範囲の土質が盛土であるた
め当初想定より緩いこと，上部の通路幅をより広く確保することにより利用者の安全が図られるこ
となどを理由にコンクリート直下の１石を残す案を再提示した。このことについては，法面上部の
水路と植栽の位置を見直すことなどにより対応し，部会での決定どおりコンクリート直下の１石は
積み直さないこととなった。法面の掘削勾配については，盛土ではあるが施工後数十年が経過して
いるとみられることから，地山に近いものとみなし，道路土工「切土工－斜面安定工指針」が定める
勾配1：0.8～1：1.0から，安全側となる1：1.0を採用した。なお，施工後も雨水による侵食が懸念され
たことから，天端表面水を法面に排水しないよう排水路を改良するとともに芝生による法面養生を
併用することとした。

���ੴ֞อଘमཧͷ֓ཁ
　工事対象範囲の改修前の状態について記述する。改修前の石垣は先に述べたとおり中段付近に帯
状のコンクリートが打設されており，上から石垣，帯状コンクリート，石垣の順に構成されていたが，

ճ ։࠵ ٞ

第１回 R4.1.17 現地調査，改修箇所確認及び修理方針検討

ද�ɹྩ�

ճ ։࠵ ٞ

第１回 R4.4.13 現地調査，改修箇所確認及び修理方針検討

ද�ɹྩ�
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帯状コンクリート直下の石材から上部は近代において積まれたものとみられたため，撤去後は積み
直さないこととした。改修区間全体について，石材の孕み出しや緩みがみられ，これは，経年による
変状に加え，背面の土砂流出により石垣が目詰まりを起こし，押し出されたことが要因と考えられ
る。また，一部では石垣上部の法面に生えていた樹木の根が生長し，石垣を孕み出させたことも一因
とみられる。積み直す石垣については，解体前に測量した図面に基づき，同配列で積み直すこととし，
控え不足等の不安定な形状の石材や割れ石は形状を復元した新補材に置き換えることとした。石垣
の勾配は起点部（北側）B.P. ～ No.0+17をS=1：0.22，終点部（南側）No.2+3～ E.P.をS=1：0.15，その中
間で擦り合わせることとした。根石は基本的に撤去せずに存置した。
　工事と並行して行われた発掘調査について記述する。調査では石垣を１段解体する毎に背後の発
掘及び撮影により記録した。石垣の構造としては石の合わせ方など積み方が未熟で不安定であり，
石の大きさが小さい上に栗石の幅が少なく透水層が確保できていないことが確認された。変状の原
因を検討すると石垣の下部まで樹根が入ることにより空隙が生じていること，また，栗石が少ない
上に盛土が流入して目詰まりによる土圧の影響が考えられた。その原因は構造を検討しない中での
積み直しが行われたこと，天端排水の不良による盛土内への雨水の浸入があげられる。
　なお今回の工事において，排水路を掘削中に上流端付近からは階段状遺構が，流末付近からは西
ノ丸門が確認され，近世の西ノ丸の利用状況についての検討につながる情報が得られた。

3. 石垣保存修理の概要

۠ ྩ� ྩ� ܭ߹

応急対策工事
U型側溝　5本

大型土のう11袋
－

U型側溝　5本
大型土のう11袋

解体・積み直し －
西ノ丸西側
築石21㎡

西ノ丸西側
築石21㎡

ද�ɹܦࢪա

発掘調査受託者　　
（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター

発注者　　高知県歴史文化生活スポーツ部
総括監督員　歴史文化財課長
主任監督員　チーフ（歴史施設担当）　
監督員　　　主任
副監督員　　主幹

一般土木工事施工管理及び工事積算管理　
受託者　　（公社）高知県建設技術公社

工事受注者　東山建設株式会社

史跡高知城跡整備計画推進委員会石垣部会

施工状況・課題等の報告

ઐతཱ͔Βͷࢦಋಜ

現場での工事監督

工事経過の
詳細な報告

発注者への詳細な
発掘調査状況報告

現場での相互連携

報告

指導助言

˛

˛

˛

˛

˛

˛

˛

˛

ൃ۷ௐࠪऀʹΑΔݱ֬ೝ

˛

施工状況・
課題等の報告

図1　施工体制
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ୈᶘষɹཧతɾྺ史తڥ

�� ཧతڥ
高知城跡が所在する高知市は高知県のほぼ中央部に位置し，東は南国市，西はいの町と土佐市，北

は土佐郡土佐町と接し，面積は309.00k㎡，人口は約32万人で高知県全体の約47％を占めている。
　また，高知市は県の県庁所在地であり，高知県の政治・経済，文化の中心地となっている。高知城
跡は市のほぼ中央部に位置し，県庁や市役所等の各種行政施設や博物館や文化ホール等の文化施設
及び商業施設等が立地する中心市街地に所在している。高知市街地の南部は土佐湾に面し，鏡川，久
万川，国分川，舟入川，江ノ口川，下田川の各河川が注ぐ浦戸湾が内湾深く入り込む地形をしており，
古代より交通の要所であった。中心市街地の北部には標高 400 ～ 600mの山地が東西に連なり，南部
には標高 300m級の山地，西部から東部にかけて平野部が開けている。現在の平野部は，古くは殆ど
が内海であったが，鏡川等の河川堆積や隆起，さらに，干拓等による埋め立てなどによりほぼ現在の
状態となっている。そのため平野部の土地は総体的に低く，集中豪雨や台風などによる災害が繰り
返されてきた地域である。高知市の中央底地には小分離丘陵があり，高知城の所在する大高坂山も
その一つである。

�� ྺ史తڥ
高知市において確認されている遺跡は，古くは旧石器時代に属するものとして，高知市東部に位

置する高天原 1 号古墳群から，終末期のチャート製細石刃 1 点が確認されている。縄文時代では，浦
戸湾を望む小丘陵上に立地する高知市長浜のチドノ遺跡から，前期初頭の羽島下層式土器片が確認
されている。高知市北部の丘陵裾に位置する福井遺跡からは，玦状耳飾りや石鏃など，市南西部に位
置する柳田遺跡では，縄文時代後期から晩期に位置付けられる土器が出土している。また，柳田遺跡
の北側に位置する鴨部遺跡
でも縄文時代晩期の包含層
が確認されており，低地での
遺跡の存在が注目される。
　弥生時代では，同じく鴨部
遺跡と柳田遺跡においてそ
の痕跡を確認することがで
きる。鴨部遺跡では前期前半
から後期にかけての土器を
中心に，竪穴建物跡などの遺
構も確認されている。柳田遺
跡では，竪穴建物跡や土坑，
弥生時代前期から中期の土
器が出土している。さらに，
検出された弥生時代後期末

٢

 ࠤ 

高 知 ݝ

� �� ���LN

���������
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高知城跡

図2　高知城跡位置図
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3. 高知城の沿革

から古墳時代の流路跡からは，琴柱・梯子・横槌などの木製品や馬骨なども出土している。また，高
知市内を流れる神田川の右岸に位置する御手洗遺跡からは，弥生時代中期の竪穴住居跡を始め，中
期から後期後半に至る遺構と遺物が確認されている。
ɹݹ࣌Ͱߴɼ ͷํʹѪౠݹࢁ܈ɼ౦෦ʹݹ߂٢ͳͲͷݹظޙ͕ࢁ෦ʹ
ଘ͍ͯ͠ࡏΔɻ·ͨߴɼ ࢢͷ෦ʹேݹ܈Λ͡Ί௩ϊݹݪ܈ͳͲཱ͕͍ͯ͠Δߴɻ 
ྠۂͷௐ ʢࠪߴڭࢢҭҕһձ 2���ʣͰɼࢁํ෦ʹ͓͍ͯݹ࣌ॳ಄ͱ͑ߟΒΕΔ
ೝ͞Ε͍ͯΔɻ֬ج�͕
ɹݹͰߴɼ ͷํʹനظͷ͕֬נೝ͞Εͨਇઘࣉഇࣉɼ͞ Βʹͦͷํʹɼ߂٢
Ҩদ༿୩Ҩཱ͕͍ͯ͠Δɻ·ͨߴɼ ࢢͷೆ෦Ͱɼי෦Ҩ͔Β۷ཱபݐߔͳ
Ͳ͕ݕग़͞Εɼू མͷଘ͕ࠦࣔ͞ࡏΕ͍ͯΔɻ·ͨɼਆాϜΫೖಓҨ͔Βɼ۷ཱபݐɾ
ͷҨߏ৭ృ࠼ثࢣยͳͲͷൖೖ͕ग़͓ͯ͠Γɼपลʹ͓͍ͯ͋ࣾࣉΔ͍ڌతࢪઃͷ
ଘ͕ࡏਪఆ͞Ε͍ͯΔߴɻ ͷपลͰɼʹҐஔ͢Δߴྠۂೆ෦ͷߴԼ
ෑɼೆ ౦෦ͷखےҨʹ͓͍ͯಸྑ࣌ͷҨ͕ग़͍ͯ͠Δɻ
ɹதੈͰɼେࡔߴΛ͡ΊேɾਆɾສʑɾӜށͳͲଟ͘ͷதੈٰ͕ؗ
ྕ෦ʹΒΕ͍ͯΔɻେࡔߴೆேظʹೆேํͱͯ͠׆༂ͨ͠େࢯࡔߴͷډͱ͞ΕΔɻͦ
ͷޙɼఱਖ਼ �� ʢ����ʣʹ फզ෦͕ࢯೆࢢࠃԬ๛ͷԬ๛͔ΒେډʹࢁࡔߴΛҠ͠ɼԼொܗ
ʹணखͨ͠ͱݴΘΕ͍ͯΔ͕ɼఱਖ਼��ʢ����ʣʹ ӜށʹڌΛҠ͍ͯ͠Δɻ
ɹۙੈͰߴɼ Λத৺ʹߴԼෑɼ߂খ࿏Ҩɼ߂ਓෑɼۚ ےҨɼखڮࢠ
ҨͳͲͷൃ۷ௐ͕ࠪͳ͞Ε͍ͯΔɻۙ ͷଞɼൡؔ࿈ͷෑͷௐ͕ࠪͳ͞Ε͓ͯΓɼͦ ͷ
ɼखےҨͰఉԂͷ͕֬ೝ͞Εɼوॏͳࢿྉͱͳ͍ͬͯΔɻࠤʹ͓͚ΔۙੈԼொͷ༷
૬͕ঃʑʹͰ͋Δ͕໌Β͔ʹͳ͖͍ͬͯͯΔɻ
ɹ·ͨɼۙ ੈͷ༼ͱͯ͠ߴ෦ʹඌށ༼͕͋Γɼۙ ͷௐࠪʹΑΓ༼ಓ۩ͳͲͷҨ
͕ଟ֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻͦ ͷޙɼจ �ʢ��2�ʣʹ ث࣓ࢁ༼͕։͔Εͨ͜ͱʹΑΓɼಃ
Ҡ͞Εɼͦʹࢁೆ෦ͷࢢߴ ͷͰম͔Εͨࢁমͷಃ࣓ثۙੈҨʹ͓͍ͯଟͷग़
͕ΈΒΕΔɻࣾࣉͱͯ͠ޒࢁͷࢁෲʹࢦݝఆͷ҇ߐٵ͕͋Δɻ͜ ͷເ૭ૄੴ͕ח
फจԽͷத৺ͱͳ͍ͬͯΔɻۙࡁͷதੈྟࠤͰ͋Γɼࣉफͷಓͱͯ͠։͔Εͨࡁྟ࣌ ੈʹͳ
Δͱࣉߐٵͱͯ͠͞ڵ࠶ΕΔ͕ɼͦ ͷޙഇࣉͱͳ͍ͬͯΔɻௐࠪͰɼߔঢ়Ҩߏجஃঢ়ҨߏͳͲۙ
ੈಃ࣓ثנͳͲͷࣉߐٵʹؔ࿈͢ΔҨߏͱҨ͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ

���高知城ͷԊֵ
　高知城の所在する大高坂山は標高約 42mを測り，南北朝時代には南朝方の武将である大高坂氏の
居城とされ，南朝方の中心として大高坂山にて戦ったと伝えられている。『佐伯文書』では「大手」「一
の城戸」「西大手」「西の城戸」を構えた強固な城であったと言われている。
　天正年間末になると，長宗我部氏が岡豊城（南国市岡豊）から大高坂山に居城を移し，城下町形成を
試みたと言われるが，その後浦戸城（高知市浦戸）に再び移転している。平成12年度に実施された三ノ
丸跡の試掘調査では，現存石垣東面の背面より天正期と考えられる石垣が検出されており，長宗我
部氏による城郭構造物の存在が推定されている。
　関ヶ原の戦い以後，慶長5年（1600）に，山内氏が土佐一国を受けると，翌年には浦戸城に入城，さら
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第Ⅱ章　地理的・歴史的環境

S=1/50,000

№ 遺跡名 時代 № 遺跡名 時代 № 遺跡名 時代
1 高知城跡（大高坂城跡） 中世～近世 27 石立城跡 中世 53 吉弘古墳 古墳
2 中の谷遺跡 弥生 28 神田ムク入道遺跡 弥生～中世 54 古代
3 横内遺跡 弥生 29 シルタニ遺跡 弥生・中世 55 日の岡古墳 古墳
4 福井別城跡 中世 30 神田南遺跡 中世 56 松葉谷遺跡
5 福井古墳 古墳 31 ケジカ端遺跡 弥生 57 秦泉寺廃寺跡

古代～中世

中世～近代

6 高知学園裏遺跡 中世 32 高神遺跡 古墳・古代 58 秦泉寺別城跡
古代

7 かろーと口遺跡 中世 33 神田遺跡 弥生～中世 59 秦小学校校庭古墳
中世

8 鹿持雅澄邸跡 近世 34 高座古墳 古墳 60 愛宕神社裏古墳
古墳

9 福井遺跡 縄文～中世 35 久寿崎ノ丸遺跡 弥生～中世 61 愛宕不動堂前古墳
古墳

10 嘉式保宇城跡 中世 36 小石木山古墳 古墳 62 北秦泉寺遺跡
古墳

11 万々城跡 中世 37 小石木町遺跡 弥生 63 淋谷古墳
弥生

12 初月遺跡 弥生 38 潮江城跡 中世 64 秦泉寺城跡
古墳

13 福井西城跡 中世 39 南御屋敷跡 近世 65 土居の前古墳
中世

14 福井中城跡 中世 40 中島町遺跡 古墳 66 前里城跡
古墳
中世
古代
中世

古墳～近世

15 福井元尾城跡 中世 41 尾戸遺跡 弥生 67 薊野遺跡

近世

16 井口城跡 中世 42 尾戸窯跡 近世 68
17 杓田遺跡 弥生 43 弘人屋敷跡 近世 69

一宮城跡

近世～近代

18 加治屋敷跡 古代～中世 44 帯屋町遺跡 古墳 70
19 鴨部城跡 中世 45 国沢城跡 中世 71
20 柳田遺跡 縄文～古墳 46 安楽寺山城跡 中世 72 高知城伝下屋敷跡

73 金子橋遺跡
74 開成館跡
75 西弘小路遺跡
76

近世
追手筋遺跡

77

21 鷺泊橋付近遺跡 弥生・中世 47 東久万池田遺跡 古代～中世
22 船岡山遺跡 弥生 48 西秦泉寺遺跡 古代

吸江庵跡

近世
23 船岡山古墳 古墳 49 宇津野2号古墳 古墳

五台山法華経塔
中世～近世

24 能茶山窯跡 近世 50 宇津野1号古墳 古墳

竹林寺
中世

25 神田旧城跡 中世 51 宇津野遺跡 縄文 帯屋町遺跡

古代

26 鴨部遺跡 縄文～近世 52 秦泉寺新屋敷古墳 古墳

吉弘遺跡

72

73

77

74

75

76
11
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図3　高知城跡と周辺の遺跡位置図
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4. 西ノ丸について　

に，慶長 6 年（1601）より大高坂山にて高知城の築城に着手したとある。築城に際しては，百々越前守
安行を総奉行，子の出雲をその補佐，穴太役には北川豊後貞信があたっている。「高知御築城記（皆山

集）」によると，石垣の石材は浦戸城の不要な石を取り壊し船で江ノ口に運び，その他は久万，万々，
秦泉寺，円行寺，一宮，神田，潮江，朝倉から取り寄せ，材木は久万，万々，秦泉寺，円行寺あるいは一
宮の諸村から伐りだし，瓦は職人ともども大坂から呼び寄せたとある。
　慶長 8 年（1603）に本丸と二ノ丸，築城に着手してから 10 年後の慶長 16 年（1611）には三ノ丸が完成
している。この三ノ丸は地形が狭く，工事が難航していたが，構築するにあたっては大高坂山の西方
にあたる小高坂山との間にあった中高坂山を切り崩して土盛りをし，曲輪を形成したと伝えられて
おり，大規模な工事であったことが推測される。曲輪の配置は，山頂部に本丸，その北側には本丸よ
りやや低い二ノ丸を構え，二ノ丸東側の一段下に三ノ丸を配している。本丸と二ノ丸の西側には一
段低い平場である獅子の段（梅ノ段），さらにその西側に御台所屋敷，この御台所屋敷の北西に西ノ丸
が置かれている。城の門は東方に追手門（大手門），西を搦手門（西大門）とし，南北にもそれぞれ門を
構えている。城の東・南・西側には内堀が巡らされ，北側では江ノ口川が堀の役割を呈している。
　享保 12 年（1727）に越前町からの出火により，高知城は追手門他の数棟を除いた建物が焼失してし
まうが，その後幕府に復興を願い出て許可されると，寛保2年（1742）に再興に着手し，延享2年（1745）

に二ノ丸，寛延2年（1749）には本丸，そして宝暦3年（1753）までには三ノ丸が再建され，旧状に復して
いる。昭和 32 年（1957）の黒鉄門西北矢狭間塀下石垣修理に伴う調査では，本丸表土において享保火
災の焼土が確認されている（『高知城石垣総合調査』より）。また，平成 12 年度に実施された本丸南側石
垣解体工事に伴う調査においても，享保年間の火災によると考えられる焼土層を検出している。
　その後，明治 4 年（1871）の廃藩置県に伴って高知城は廃城となり，明治 6 年（1873）以降には高知県
の管理下のもと公園に指定され，追手門の周辺を残して建物は撤去されたものの，本丸では初期の
天守様式の古制を残す天守の他，懐徳館，納戸蔵，東多聞，西多聞，黒鉄門，天守黒鉄門及び追手門に
付属する矢狭間塀，そして追手門，詰門，廊下門が国の重要文化財に指定されている。昭和34年（1959）

には史跡高知城跡として国指定を受け，現在に至っている。

���ϊؙʹ͍ͭͯ
ᾇ�ϊؙͱ᎕खੴ֞

　調査地点である西ノ丸ߴɼ ͷଆࢁʹҐஔ͢ΔྠۂͰɼൡॳࢁ͍͓ͯʹظՈʹ٬
ͱͯ͠༬͚ΒΕ͍ͯͨݩ๛લখൡओͰ͋Δໟར٢͕͍ͨͯ͠ॅډͱ͑ΒΕ͍ͯΔɻࠓճ改修
工事の対象となった高知公園西ノ丸西側石垣は，͜ ͷྠۂͷ෦ʹߏங͞Εͨੴ֞Ͱ͋Δɻ
ɹϊؙͷೆଆʹߴͷʹ͋ͨΔ᎕खʢେʣͷੴ͕֞ଘ͢ࡏΔɻࡏݱɼ᎕खʹ
खͦΕʹਵ͢Δؒڱญͷߏଘͣͤࡏɼੴ֞ͷΈ͕ݱଘ͍ͯ͠Δɻ͜ ͷ᎕खੴ֞
ͷଆͱ౦ଆʹੴ͕֞ߏங͞Ε͓ͯΓɼࠓճௐࠪͱͳͬͨϊؙ౦ଆੴ֞ʹ͢Δྠۂ
Ͱ͋Δɻ
ɹ᎕खͷ౦ଆੴ֞ͷگݱɼೆ ํʢ໘ʣͰશ��.�Nɼͦ Ε͔Β౦ଆʹંΕͯ౦ํʢೆ໘ʣ
ʹ �2.�NΛଌΔɻੴ֞ͷલ໘ʹگݱͰ֬ೝͰ͖Δੴ֞ͷ࠷Լஈʹͯ͠ੴෑ͖ͷਫ࿏͕ઃஔ
͞Ε͍ͯΔɻੴ֞ͷ͞ߴೆํͷ໘ͰදΑΓ2.�ʙ2.�Nɼ౦ํͷೆ໘Ͱ2.2ʙ2.�NΛ
ଌΔɻੵ Έํ໘ੵΈͰɼஙੴνϟʔτΛओମͱ͢Δ͕ఱपลʹ࠭ٴؠͼੴփ͕ؠΈΒΕ
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Δɻ·ͨɼஙੴͷن͕ܘ�.�ʙ�.�Nɼܘ�.�ʙ�.�Nͷͷ͕த৺Ͱɼॴʑʹ͕ܘ�.�ʙ
�.�Nɼܘ�.�ʙ�.2NΛଌΔେৼΓͷੴʢڸੴʣΛ༻͍ͯੵΈ্͛ΒΕɼ໘ੴ֞ͱೆ໘ੴ֞ͱͷ۱֯
෦ࢉੵΈΛఄ͍ͯ͠Δɻ͜ ͷ᎕ख౦ଆੴ֞ͷ෦͔Βํʹ֦ுͤ͞ɼੴ֞Λߏஙͯ͠
͍Δɻ͜ ͷ֦ு෦ͷԆઢʹϊؙଆੴ͕֞ଓ͍͍ͯΔɻ

ᾈ�ֆਤࢿྉ͔ΒΈͨϊؙͷมભ
ɹϊؙʹ͍ͭͯɼֆਤͷ࢙ྉΛߟࢀʹ࣌ͷ༷ࢠΛӐ͍Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δߴɻ Λඳ͍ͨֆ
ਤʹ͓͍ͯϊؙΛ֬ೝ͢Δͱɼਖ਼อ ʢؒ���� ʙ ����ʣͷh ਖ਼อࠃࠤֆਤʱʹ ϊؙͷҐஔ
ʮʹԼෑʯͷ͕ࡌهೝΊΒΕɼͦ ͷۙลʹ᎕खͱ᎕खੴ͕֞ඳ͔Ε͍ͯΔɻh寛文己酉高知絵

図』ʢ����ʣでは，建物等の描写がなされている。『高知城図絵』推定宝永2年（1705）には「下屋敷」の記述
と「へい」の絵が描かれている。『貞享三年高知城下町絵図』（1686）には弓道場付近に，郭中と同様「侍
屋敷」と記載された部分がみられる。さらに，明治年間のh 高知城の圖』においては「西ノ丸」とあり，
曲輪の入り口付近には門の描写及び｢西ノ丸門｣と書かれている。しかし，『寛文己酉高知絵図』でみ
られた建物等の描写は認められず，門と西ノ丸の西側地形に沿って描写された｢枌葺塀｣が確認で
きるのみである。·ͨ，西ノ丸の北側奥には「蜜柑畠」の文字がみられることから，明治年間には西ノ
丸は西ノ丸門と枌葺塀を残し，一部は蜜柑畠として使用されていたと思われる。
　又，これら絵図資料では，西ノ丸の西側は高知城の西内堀に面しているが，石垣に関する描写等は
みられない。໌ ઃ͕ઃ͚ΒΕ͍͕ͯͨɼতࢪۀ࡞ެԂͷཧߴͷެԂԽҎ߱ɼϊؙʹैདྷ࣏
��ʹ߂ಙ ʢؗٷཱݝಓʣ͕ Δɻ͍ͯͬࢸʹࡏݱઃ͞Εɼݐ

ᾉ�ϊؙʹؔ͢Δࢿࡌهྉ
ྉͱͯ͠hࢿΈΒΕΔ͕ࡌهΔؔ͢ʹϊؙʹ࣍ ࢙ެԂߴ Λɦ͢ࡌهʹߟࢀΔɻ

จ͢هᅷ໘ߴ
˓ϊޚޱɼݢԼʹͯീؒేɼ౦ݟੴ֞ेߴ࢛ؒɼ Ұؒࡾईɼງੴ֞ࡾؒޒईҎԼɻ
˓ϊؙ༷Լෑɼೆ ؒे࢛ɼ౦ฏेేؒޒɼ௶Ꮠඦɻ
ϊؙޚɼ౦ೋेؒࡾɼೆ ؒे࢛ɻ
ɹ໘ࡾ༨
ެԂߥ։ࠖՕॴɹެԂॅډ໘ʑ௨ʢ໌࣏े݄ʣ
ϊޚޱਿྛͷɹΈ͔Μാ
ീेೋ࣏໌ ʢ݄h ࢙ެԂߴ ʣɦ

ެԂɼᢜϊޱલΑΓେےඌށʹ௨͢Δͷ৽ಓΛ։͘ɼ٧ʹ৽ʹՍڮࡔߴ͠ڮͱ͢ɻ
ീे࣏໌ ʢ݄h ࢙ެԂߴ ʣɦ

ॺʹͳΔɻࠈલʹ௨͢Δಓ࿏ଆʹ༗೭ᕑΛຒΊɼޱΑΓᢜϊڮࡔߴ

���高知城ງؔ࿈ͷௐࠪ
現況の高知公園西ノ丸西側ੴ֞ͷଆʹࢢಓʢߴ֗�߸ઢʣ͕ ௨Γɼੴ֞ͱಓ࿏ؒੴෑ͖ͷଆ
ͷߴͼಓ࿏͔Βͷഉਫ͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻֆਤͰɼϊؙͷଆٴ·Εɼଆ͕ߔ
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①①

③③

④④

⑤⑤⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩
⑫⑫

⑪⑪
②②

①高知城追手門周辺舗装工事に伴う確認調査（1990）
②弘人屋敷跡（2012・2013）
③史跡高知城跡　丸ノ内緑地（試掘調査2005）
④史跡高知城跡　三ノ丸石垣（2006～2010　試掘調査2000）
⑤史跡高知城跡　本丸石垣（2001～2004）
⑥－1史跡高知城跡　御台所屋敷跡（1993）
⑥－2史跡高知城跡　伝御台所屋敷跡（1994）
⑦史跡高知城跡　梅ノ段北側石垣改修工事（報告書2021）

⑧史跡高知城跡・高知城跡　内堀跡西側地区（2005・2009）
⑨高知城跡　西堀地区（報告書2009）
⑩高知城伝下屋敷跡（2001）
⑪西弘小路遺跡（報告書2010）
⑫西弘小路遺跡（2009・2010）
⑬史跡高知城跡　北曲輪地区（報告書2011）
⑭尾戸窯跡（2003）

※『弘人屋敷跡』（（公財）高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第140集）に一部加筆
　地図中の施設名は現在と異なる場合がある

⑬
⑭

史跡指定範囲
0 50 100m

（S=1/4,000）

N

図4　高知城跡と周辺の発掘調査位置図
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ງʹ໘͍ͯ͠Δ͜ͱ্هͷ໌࣏ʹ͓͚ΔງͷຒΊཱͯͷه͔ΒɼվमରͰ͋Δੴ֞ͷɼ
ʹೖΕௐࠪΛਐΊͨɻࢹͼງʹؔ࿈ͨ͠ੴ֞ͷՄੑٴ
ɹߴ北側を流れる江ノ口川を北の堀，さらに東・南・西側に堀を廻らしており，『高知城の圖』
には，この東・南・西側堀は幅十～十二間と記載されている。廃藩置県後，明治7年（1874）には南側堀
の北岸（県庁側）が埋め立てられてその幅は狭くなり，その後，લهᾉϊؙʹؔ͢Δࢿࡌهྉʹه
ͨ͠ͱ͓Γ໌࣏ �ʢ����ʣͷ �2 ݄ʹެԂͷଆɼϊޱલΑΓେےඌށʹ௨͢Δͷ৽ಓΛ։
͘ͱ͋Δɻ৽ͨʹಓΛ͚ͭΔͨΊɼϊؙͷଆງ෯Λ͍ͯ͘͠ڱΔΑ͏Ͱ͋Δɻͦ ͷޙɼ໌ ��࣏
ʢ����ʣ�݄ʹߴɼ ৽ಓʣͷଆງΛຒΊͨͱ͋Δɻ͞هʹ௨͢Δಓ࿏ʢ্ޱΑΓϊڮࡔ Βʹɼઓ
ʹʢত22ʣޙ ɼறཹ܉ͷࣔࢦʹΑΓ౦ଆງͱଆງʢ౻ฒਆࣾ౦ଆͱଆʣ͕ ຒΊཱͯΒΕ͍ͯΔɻ
ͷງॱ࣍ຒΊཱͯΒΕɼࡏݱೆଆͱ౦ʹҰ෦ງ͕͍ͯͬΔ͕ɼ౦ଆͷງ౻ฒެԂɼ
ଆͷງࠃ࢛ྛཧہͱߴํࡋॴͷෑͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹߴͷງʹؔ࿈ͨ͠ௐࠪͱͯ͠ɼງͷଆͰ࣮࢙ͨ͠ࢪߴอଘඋۀࣄʹ͏ງ
ੴ֞֬ೝௐ ʢࠪߴڭݝҭҕһձ����ʣߴɼ ງଆ ʢ۠ߴງ۠چӦྛہʣͷௐ
ࠪͱߴํࡋॴଆͷௐ ʢࠪߴڭࢢҭҕһձ 2���ʣߴɼ ງ۠۷֬ࢼೝௐ ʢࠪߴࢢ

ҭҕһձ2���ʣ͕ڭ ͋͛ΒΕΔɻ
ɹอଘඋʹ͏ງੴ֞֬ೝௐ ʢࠪਤ�ʣೆງͷ֬ೝௐࠪͰߴɼ ݝிຊிࣷͷଆʹ�Օॴͷτ
ϨϯνΛઃఆ͠ௐ ʢࠪ53�ʙ�ʣΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻೆງͷ֯෦ʹ͋ͨΔ532͔Βྥٴͼߔɼ53�
ͷೆ෦ΑΓଆງͷ౦ํʹ͓͚Δ؛ੴ֞ͷҰ෦͕ݕग़͞Ε͍ͯΔɻྥʹͯ͠ߔΛઃ͚ɼ
෦ʹרࠊੴΛ͍ͯ͠Δঢ়͕֬گೝ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɼྥ্෦ͷฏୱ໘͔Βנؙݢݢฏנ
͕ग़͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Βɼྥ্ʹנ෪͖ͷญ͕ͯݐΒΕ͍ͯͨͷͱใ͞ࠂΕ͍ͯΔɻ͞ Βʹɼ
ೆଆͷງʹઃఆͨ͠53�ɾ�͔Βɼۙ ͷಃ࣓ثย͕ग़͓ͯ͠Γɼ໌ ຒΊཱ͕ͯʹظΒେਖ਼͔࣏
Ε͍ͯΔɻલड़ͨ͠明治͞ΘΕ͍ͯͨͱਪߦ 7 年（1874）には南側堀の北岸（県庁側）が埋め立てられ
ていることから，調査結果とも一致している。
ɹߴງଆ ʢ۠چӦྛہʣͷ۷ࢼௐࠪͰɼ2Օॴͷ۷ࢼʢ51�ɾ�ʣΑΓઓޙʹງ
ΛຒΊͨࡍͷຒʢۭऻ࣌ͷנʣͱງͷ؛ͱ͑ߟΒΕΔ͕֬ೝ͞Εɼত 2� ࣌ͷງ
�Ґஔ͕ਪఆ͞Ε͍ͯΔɻ51؛ ͷງ؛ʹઃ͚ΒΕͨੴ֞ �ʙ �ஈ͔ΒͳΓɼ౦໘Λਖ਼໘ͱ͠
͍ͯΔɻੴ֞ͷਂ͞ͱશମͷߏʹ͍ͭͯະ֬ೝͰ͋Δɻஙੴ͕࠭ؠओମͰɼνϟʔτ͕গྔΈ
ΒΕɼڞʹૈ͍໘औΓ͕͞ࢪΕ͍ͯΔɻஙੴؒʹҰ෦ηϝϯτ࣫ᷰঢ়ͷͷͰิम͞Ε͍ͯΔ
Օॴ͕͋Γɼۙ Ҏ߱ʹҰ෦่མͨ͠ͷͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ51�Ͱ51�͔Βଓ͘ੴ֞Λݕग़͠ɼ
ੴ51� ͱಉ༷ʹ͕࠭ؠओମͰνϟʔτ͕গྔΈΒΕɼੴͷେ͖͞ܗঢ়ἧ͓ͬͯΒͣɼ෦త
ʹηϝϯτͰͷิ͕ڧೝΊΒΕΔɻ·ͨɼੴ֞ͷԼํ෦ʹ൘ࡐͱߌͰཹΊ͕͞ࢪΕ͍ͯΔɻ
ɹߴງ ʢ۠ߴڭࢢҭҕһձ2���ʣͷௐ ʢࠪ۷֬ࢼೝௐࠪʣͰɼௐࠪ۠౦෦ʹઃ͚ͨ�Օॴͷ
ΒງΛ֬ೝ͍ͯ͠Δɻ͔ͦ۷ࢼ ͷɼ512 Ͱງͷೆ؛ۙʹઃ͚ͨͱΈΒΕΔۙҎ߱ͷੴ
֞ͱ51� ͔Β؛ͱೆํʹ৳ͼΔۙҎ߱ͷվमʹ͏ੴ͕֞֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ512 ͷੴ֞
ௐࠪ۠ʹ͓͍ͯ2ஈΛ֬ೝ͍ͯ͠ΔɻଆΛ໘ͱ͠ɼੴੴփؠΛ༻͠ɼܘ��ᶲલޙͰɼૈ
͍໘औΓ͕͞ࢪΕΔɻ51� ͔Βງͷ؛ͱ؛ۙʹ͓͍ͯɼۙ ·ߴͷੴ֞ͱςϥεঢ়ͷݱ
ΓΛݕग़͍ͯ͠Δɻੴ֞�ՕॴʹΘͨΓɼ͍ ͣΕೆํͰ΄΅ฒ͓ͯ͠ߦΓɼੴ�Օॴͷੴ
֞ͷ2Օॴʹ͓͍͕ͯܘ��ʙ��ᶲΛଌΔνϟʔτͱੴփؠɼΓͷੴ͕֞ܘ��ʙ��ᶲͷੴփ
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/P. ௐࠪ ༰ۀࣄ ௐࠪ֓ཁ

� ত�2
ੴ֞मཧʹ͏ௐࠪ
ญԼੴ֞मཧؒڱమࠇ

ຊؙදʹڗอՐࡂͷද

2 ত��
ϊؙ౦໘ଞࡾ
උۀࣄʹ͏ௐࠪ

Ҩߏɿੴ ʢ֞͞ߴ�.�Nɾ͞�NҎ্ʣ
Ҩɿנଞ

� ত��
खτΠϨվमʹ͏ൃ۷ௐࠪ
ௐࠪର���ᶷɹൃ۷ௐࠪ2�ᶷ

ʣߔɼญɼݐʢߏʹؔ͢Δ໌֬ͳҨߴ
֬ೝ͞Εͣ

� ฏݩ
ೆງੴ֞֬ೝௐࠪߴ
ௐࠪର22��ᶷɹൃ۷ௐࠪ��ᶷ

ೆ෦ͷҰըͰ͋Δ͕ɼງੴ֞ٴͼྥ
͕ݕग़͞Εͨ

� ฏ2
खपลฮඋʹ͏ௐࠪ
ൃ۷ௐࠪ��ᶷ

ṤͱΛݕग़

� ฏ�
௨৴έʔϒϧຒઃʹ͏ௐࠪ
ௐࠪର�2��ᶷɹൃ۷ௐࠪ��.�ᶷ

Ҩߏɿੴփؠͷੴྻɼੴփؠͷ҉ڎ
Ҩɿۙੈͷಃ࣓ثɼנ

� ฏ�
උʹ͏ௐࠪߔϊؙഉਫࡾ
ൃ۷ௐࠪ��ϲॴɼ��.�ᶷ

Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנ

� ฏ�ɾ�
ॴෑௐࠪޚ
ൃ۷ௐࠪ����ᶷɹ����ᶷ

Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנ

� ฏ�
ϊؙτΠϨվʹ͏ௐࠪࡾ
֬ೝௐཱࠪձௐࠪ

Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנ

�� ฏ�� കϊஈτΠϨվʹ͏֬ೝௐࠪ ҨߏɼҨͳ͠

�� ฏ�2 ຊؙɾࡾϊؙੴ֞උۀࣄʹ͏۷֬ࢼೝௐࠪ
Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנɼқಃ࣓ثɼࠃ࢈ಃ࣓ثͳͲ

�2 ฏ��
మલൃ۷ௐࠪࠇ
ຊؙೆੴ֞վमࣄʹ͏ൃ۷ௐࠪ

Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנɼࠃ࢈ಃ࣓ثͳͲ

�� ฏ��ɾ�� ͏ൃ۷ௐࠪʹࣄϊؙੴ֞վमࡾ
Ҩߏɿੴ֞ɼਫ࿏Ҩߏ
Ҩɿנɼ࣭ࢣثɼಃ࣓ثͳͲ

�� ฏ�� ۷֬ೝௐࠪࢼؙϊߴ࢙
Ҩߏɿੴਫ࿏Ҩߏɼງͷ֬ೝ
Ҩɿנɼࠃ࢈ಃ࣓ثͳͲ

�� ฏ�� ͏ൃ۷ௐʹࣄϊؙੴ֞վमࡾ ʢࠪమʣ
Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנɼࠃ࢈ಃ࣓ثͳͲ

�� ฏ2�ɾ2�
ख౦ؒڱญੴ֞վमࣄʹ͏ൃ۷
ௐࠪ

Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנɼࠃ࢈ಃ࣓ثͳͲ

�� ฏ�� കϊஈଆੴ֞෮ࣄچʹ͏ൃ۷ௐࠪ
Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנɼࠃ࢈ಃ࣓ثͳͲ

�� ྩ2 കϊஈଆੴ֞վमࣄʹ͏ൃ۷ௐࠪ
Ҩߏɿੴ֞
Ҩɿנɼࠃ࢈ಃ࣓ثͳͲ

ද�ɹࣄɾඋʹ͏ௐࠪؔ࿈ද
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第Ⅱ章　地理的・歴史的環境

図5　高知城跡西内堀調査位置図

0 50m

（S=1/2,000）

0 50m

（S=1/2,000）

N

N

高知城跡内堀跡西側地区
（高知市教育委員会 2005・2009 調査）
高知城跡内堀跡西側地区
（高知市教育委員会 2005・2009 調査）

高知城跡西堀地区
（高知市教育委員会 2007 調査）
高知城跡西堀地区
（高知市教育委員会 2007 調査）

TP4TP5
TP7

TP3
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TP1

TP3

TP4TP5

TP9

TP8

TP7TP6
TP1

TP2

TP6

TR1TR1

TR2

TR3

TR5

TR4

TR6

史跡高知城跡保存整備事業に伴う堀石垣確認調査（高知県教育委員会 1989）

高知城跡内堀跡西側地区, 高知城跡西堀地区試掘確認調査（高知市教育委員会 2009, 2013）

図 5　高知城跡西内堀調査位置図
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Δɻ͍ͯ͠༺Λؠ
　各調査地点で検出された堀跡から，内堀の西岸は南北方向に伸びた後途中で東側に折れると考え
られる。また，TP2で確認された南岸の延長線上に続くものと推察されている。
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5. 高知城内堀関連の調査
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ୈᶙষɹ۷֬ࢼೝௐࠪ

���ௐࠪͷతͱํ๏
ɹվमରͷੴཱ͕֞͢ΔߴެԂϊؙߴɼ ͷଆࢁʹҐஔ͢ΔྠۂͰɼͦ ͷೆଆ
ʹߴͷʹ͋ͨΔ᎕खʢେʣͷੴ͕֞ଘ͍ͯ͠ࡏΔɻ͜ ͷ᎕खΛ௨Γɼ᎕ख౦ଆੴ
֞Ԋ͍Λ౦ํʹંΕΔͱϊؙͷೖΓ͕ޱҐஔ͍ͯ͠Δɻൡॳظʹ͓͚ΔϊؙʹɼࢁՈ
ʹ٬ͱͯ͠༬͚ΒΕ͍ͯͨݩ๛લখൡओͰ͋Δໟར٢͕͍ͨͯ͠ॅډͱ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
ɹh 寛文己酉高知絵図』には，現在の西ノ丸の位置に建物等構造物の描写がなされている。明治年間
の『高知城の圖』においては，「西ノ丸」とあり，曲輪の入り口付近には門の描写及び｢西ノ丸門｣と書
かれている。しかし，『寛文己酉高知絵図』でみられた建物等は認められず，構造物は門と西ノ丸の西
側地形に沿って描写された｢枌葺塀｣が確認できるのみである。͞ Βʹ，西ノ丸の北側奥には「蜜柑畠」
の文字が確認できることから，明治年間において西ノ丸は西ノ丸門と枌葺塀を残し，一部は蜜柑畠
として使用されていたと思われる。公園化以後，ϊؙʹैདྷߴެԂͷཧࢪۀ࡞ઃ͕ઃ͚Β
Ε͍͕ͯͨɼত��ʹ߂ಙ ʢؗٷཱݝಓʣ͕ Δɻ͍ͯͬࢸʹࡏݱઃ͞Εɼݐ
ɹϊؙͷگݱɼࢪઃݐฒͼʹ͔ΒͷӍਫΛड͚ΔͨΊɼٴࡍࢁͼࢪઃपลʹΧॴͷ
ਫ࿏͕ઃஔ͞ΕɼҰ෦ੴ֞ଆʹഉਫޱΛઃ͚ɼ֎ʹഉਫ͞ΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ石垣の崩落原
因として，西ノ丸に設置されているこれらの水路が機能していなかった可能性があり，石垣の復旧
と平場の排水路の改修，及び石垣等に影響を与える支障木の伐採を実施することとなった。
　排水路の改修にあたり，改修工事で影響を受ける範囲について，調査を実施した。西ノ丸の北奥か
ら弓道場までの新設排水路掘削範囲をA区，石垣の解体及び積み直しを行う範囲をB区，弓道場か
ら南方向の西ノ丸入り口に向かう排水路掘削範囲をC区，さらに西ノ丸入り口部分の集水枡設置範
囲をD区，A区の北端の調査区をE区として調査区を設定した。

���֤ௐࠪ۠ͷՌ
ᾇ�"۠
西ノ丸の北奥から南方向に伸びる調査区である。北側奥から西ノ丸の地形に沿って側溝（新設排水

溝）を設置するにあたり，工事施工範囲についての調査を実施した。機械による掘削に先立ち，事前
の確認トレンチ（図 6 －TR12 ～ 16）をA区の中央部から南部にかけて設定し，堆積状況及び遺構・遺
物の有無を調査した。
　A区に設定した確認トレンチ（TR）の内，中央部にあたるTR12では，第Ⅰ層が1～3㎝大の礫を多
く含むにぶい黄褐色シルト層，第Ⅱ層は褐色シルト層に明黄褐色土がブロック状で含まれる。第Ⅲ
層は黄褐色土が混じる褐色シルト層であった。また，南寄りのTR13 では，第Ⅰ層が 1 ～ 4 ㎝大の礫
を多く含む灰黄褐色粗砂層，第Ⅱ層は暗褐色シルト層，第Ⅲ層は明褐色シルト層，第Ⅳ層は暗褐色シ
ルト層に礫の他コンクリート片及びプラスティック，ガラスとビニールの出土がみられた。後世に
よる整地の際に混入したものと考えられる。TR14においても，表土下約70㎝より，塩ビパイプが確
認され，掘削深度の最下層からはTR13と同様にコンクリート片及びビニール類の出土がみられた。
　A区全体の調査においては，機械掘削の際に遺構・遺物の確認等を実施しながら作業を進めたが，
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2. 各調査区の成果
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図6　高知公園西ノ丸及び調査区位置図
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第Ⅲ章　試掘確認調査
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Ⅰ
Ⅱ
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石灰石

TR12

TR14

TR15

TR16

TR13

Ґ
第Ⅰ層 にぶい黄褐色（10YR5/3）シルト層（1～3cm大の礫を多く含む）　
第Ⅱ層 褐色（10YR4/4）シルト層（明黄褐色（10YR6/6）土がブロック状で

含まれる）

第Ⅲ層 褐色（7.5YR4/6）シルト層（粒状の黄褐色土を含む）　

Ґ
第Ⅰ層 灰黄褐色（10YR6/2）砂質シルト層（1～4cm大の礫を多く含む）
第Ⅱ層 暗褐色（10YR3/4）シルト層（1～3cm大の礫を多く含む）
第Ⅲ層 明褐色（7.5YR5/6）シルト層（締まり有り）
第Ⅳ層 暗褐色（10YR3/4）シルト層（明褐色土のブロック及び1cm大,7cm大の礫,瓦,

コンクリート片,プラスティック類,ガラス片が含まれる）

Ґ
第Ⅰ層 にぶい黄褐色（10YR5/3）シルト層（1cm大の礫を含む：除根の際の排土）
第Ⅱ層 褐色（10YR4/4）砂礫層（1～4cm大の礫を含む：砕石，整地土か）
第Ⅲ層 褐色（7.5YR4/4）シルト層（橙色（7.5YR6/8）がブロック状及び1cm大,4cm

大の礫を含む）

第Ⅳ層 褐色（7.5YR4/3）シルト層（0.5～1cm大,5cm大の礫を含む。コンクリート,ビニー
ル等を含む）
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図7　A区TR12～16平面及びセクション
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遺構を確認することはできなかった。
ग़Ҩ（図8－1～4）

　1は陶器皿である。菊花形を呈すると考えられる。高台は露胎である。2は三葉柏文の軒丸瓦である。
三葉柏部は摩耗のため葉脈は不明である。瓦当の裏面はナデ調整で一部にハケ目がみられる。周縁
部には指頭圧痕が施される。3 は軒桟瓦である。瓦当面はナデ調整で，側縁部裏面にはハケ状のナデ
調整がみられる。瓦当の左脇には方形区画内に「龍仙」と考えられる刻印銘が認められる。4 は平瓦で
ある。凹面と凸面はナデ調整で，側縁部には方形区画内に「クレタ㊀○○秀」の刻印がみられる。

ᾈ�#۠
　石垣の解体及び積み上げを実施するにあたり影響を受ける範囲で，石垣の延長距離は南北方向に
約 57mを測る。石垣は 3 ～ 4 段を呈し，石垣解体時には一段毎の築石とその背面（裏込めと盛土）の状
況及び，築石と介石の状態の記録化に務めた。また，記録化には一部空中写真測量等を用いた。調査
の詳細については第Ⅳ章石垣解体調査で述べる。

ᾉ�$۠
　西ノ丸の南西部，弘徳館の西側と倉庫並びに管理人詰所の間に設置された既存排水溝を拡張する
にあたり，新たに掘削される範囲についての調査を実施した。機械による掘削（新設水路設置に伴う掘

削深度の地表下 80 ～ 85 ㎝）に先立ち，事前にトレンチ（図 6 －TR1 ～ 11）を設定し，人力による掘削を行
い堆積状況及び遺構・遺物の有無を調査した。
　調査の結果，地表下概ね40～50㎝は既存排水溝施工時の際に埋め戻された土層堆積であった。そ
れより下層では，褐色から明褐色シルト層を確認した。これらの土層からは瓦や陶磁器等が出土し
たが，遺構等は確認することはできなかった。北端に設定したTR1 は，第Ⅰ層から第Ⅴ層までは既
存排水溝施工時の埋め戻された土層堆積で，その下（第Ⅵ層）には 15 ㎝大の礫を含む暗褐色シルト層
であった。既存排水溝施工時の埋め戻し土層下は北側のTR2・4～6では褐色及び明褐色シルト層が
みられた。C区南側に位置するTR8・10 は褐色と暗褐色シルト層であり，南側に設定したTR10 の
褐色粘土質シルト層（第Ⅵ層）からは瓦と陶磁器が出土している。

2. 各調査区の成果

図8　A区出土遺物実測図
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第 Ⅱ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質シルト層 （10～20cm大の礫
が含まれる）

第 Ⅲ層 砂層 （ビニール片,鉄片（道具コテか）有り：水路下に敷設され
た砂）

第 Ⅳ層 褐色（10YR4/4）シルト層 （黄褐色土が少量含まれる）
第 Ⅴ層 明褐色（7.5YR5/6）シルト層 （炭化物若干, 10cm大の礫が含

まれる）

53�
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多く含まれる：整地土）

第 Ⅱ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質シルト層 （10～20cm大の礫
が含まれる）

第 Ⅲ層 砂層 （水路下敷設砂に10～15cm大の礫が含まれる：水路の
下には礫と砂が混じる）

第 Ⅳ層 褐色（10YR4/4）シルト層 （黄褐色土が少量含まれる）
第 Ⅴ層 明褐色（7.5YR5/6）シルト層 （炭化物若干, 10cm大の礫が含

まれる）
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第 Ⅰ層 褐色（7.5YR4/4）砂質シルト層 （2～5cm大の礫を含む）
第 Ⅱ層 灰褐色（7.5YR4/2）砂礫層 （整地土か）
第 Ⅲ層 暗褐色（10YR3/4）シルト層 （やや締まり有り）
第 Ⅳ層 砂層 （溝下に敷設した砂）
第 Ⅴ層 褐色（7.5YR4/4）シルト層 （やや締まり有り，地山礫と   明

褐色（7.5YR5/6）土がブロック状に含まれる）

第 Ⅵ層 褐色（7.5YR4/6）シルト層

53�
第 Ⅰ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質シルト層 （2～3cm大の

礫が 多く含まれる）

第 Ⅱ層 褐色（10YR4/6）砂礫層
第 Ⅲ層 暗褐色（10YR3/3）シルト層 （1～2cm大の礫を含む）
第 Ⅳ層 暗褐色（10YR3/4）シルト層 （炭化物が若干，褐色

（7.5YR4/6）土が粒状に含まれる）

第 Ⅴ層 褐色（7.5YR4/4）シルト層 （風化礫が含まれる）
第 Ⅵ層 褐色（7.5YR4/6）シルト層 （地山礫がみられる：地山か）
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図9　C区TR1～7平面及びセクション1
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第Ⅰ層 にぶい黄橙色（10YR7/2）砂質シルト層（砕石が含まれる：整地土）　
第 Ⅱ層 暗褐色（10YR3/4）シルト層（0.5～2cm大の礫と粒状の漆喰が含まれる）
第Ⅲ層 砂層（水路下敷設砂）
第Ⅳ層 褐色（10YR4/4）シルト層（黄褐色土が含まれる）
第Ⅴ層 暗褐色（10YR3/3）シルト層（粒状の黄褐色土が含まれる）

Ґ
第Ⅰ層 にぶい黄橙色（10YR7/2）砂質シルト層（砕石が含まれる：整地土）　
第 Ⅱ層 褐色（10YR4/4）シルト層（1cm大の礫を含む）
第Ⅲ層 明褐色（7.5YR5/6）砂礫層
第Ⅳ層 砂層（5cm大の礫を含む：水路下敷設砂）
第Ⅴ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）シルト層（1cm大,3cm大の礫,10cm大の礫を含む）
第Ⅵ層 暗褐色（10YR3/4）シルト層（炭化物が多く含まれる）
第Ⅶ層 褐色（7.5YR4/6）粘土質シルト層（褐色（7.5YR4/4）土と地山礫，炭化物が若干含まれる）

Ґ
第Ⅰ層 にぶい黄橙色（10YR7/2）砂質シルト層（0.5～2cm大の砕石を多く含む）
第 Ⅱ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）シルト層（褐色（10YR4/6）土がブロック状及び0.5～1cm大の

礫が含まれる）

第Ⅲ層 砂層（4cm大の礫を含む：水路下敷設砂）
第Ⅳ層 明褐色（7.5YR5/6）シルト層（Ⅳ層の下に1cm幅の木の皮有り）
第Ⅴ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）シルト層（粒状の黄褐色土及び0.5～1cm大の礫が含まれる）
第Ⅵ層 褐色（7.5YR4/4）粘土質シルト層（炭化物が若干含まれる，木の根が腐ったものか）
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図10　C区TR8～11平面及びセクション2
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第Ⅲ章　試掘確認調査

　C区全体の調査においては，機械掘削の際に遺構・遺物の確認等を実施しながら作業を進めたが，
遺構を確認することはできなかった。　
ग़Ҩ（図11・12－5～16）

　5・6 は土師質土器の皿あるいは杯である。5 は平底を呈し，底部切り離しは回転糸切りである。外
面は一部にナデ調整がみられ，内面は摩耗のため調整は不明瞭である。6 は底部が平底を呈し，底部
切り離しは摩耗のため不明瞭である。外面と内面はともに摩耗するが，内面には凹凸がみられる。7
は染付丸形碗の口縁部で，外面には二重の圏線文と体部に文様が施される。内面は無文である。8 は
染付丸形碗である。高台断面は三角形状で，畳付けは平坦面を呈する。外面は高台脇に一重の圏線文，
体部には文様が施される。内面は無文で，高台内面と畳付け以外は全面施釉である。肥前系磁器と考
えられる。9は磁器の口縁部と考えられ，外面内面ともに青磁釉が施される。直線的に上方に伸びて，
口縁端部は内側に折れる。外面と内面にはロクロ目がみられる。10は陶器皿である。高台断面は方形
状を呈し，高台内面まで化粧土が施される。内面見込みに 2 箇所の砂土目痕と鉄絵がみられる。肥前
系陶器と考えられる。11 は陶器の口縁部である。体部は直立気味に伸びて，口縁部は内側に折れる。
口縁部には鉄釉による波状文と文様が施される。瀬戸美濃焼の向付と考えらえる。12 は焼塩壺の蓋
である。平坦な天井部から垂直に下方に口縁が伸びる。端部はほぼ平坦である。外面は摩耗するが，
内面の一部には布目痕がみられる。13 は土製品の泥面子である。「憲」の字が読み取れる。型成形で側
縁部と裏面はナデ調整が施される。
　14と15は桟瓦である。14の凹面と凸面にはヘラナデ，凸面の側縁部と切り込み部には面取りが施
される。凸面の一部にハナレ砂がみられる。15は凸面と凹面にナデ調整，側縁端部には面取りが施さ
れる。側縁部には方形区画内に「ヤス弘」の銘が刻印される。16 は鬼瓦の裏面把手部分と考えられる。
アーチ状を呈すると考えられるが，両端部は途中で剥離している。外面はヘラナデ及び指頭圧痕が

施される。
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図11　C区出土遺物実測図1
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2. 各調査区の成果

ᾊ�%۠
　西ノ丸の南端にあたる調査区で，調査面積は約 14㎡である。新設排水溝及び集水枡の設置を目的
とした掘削範囲である。西ノ丸の現況は，公園の管理作業場及び弓道場等の施設が立地しており，そ
れに伴う上水及び下水管が埋設されているため，掘削作業は慎重に行った。この地点は西ノ丸の出
入り口に当たることから複数回の整地が行われている。また，調査区の南側には排水を担うコンク
リート製の側溝が設置されるなど，工事の影響が残る区域である。
　この調査区の南西側には搦手門の東側石垣が位置している。東側石垣の高さは西面で 2.6 ～ 2.8m，
南面では 2.2 ～ 2.7mで，調査区側の北面では地表から約 0.8mを測る。明治年間の『高知城の圖』では
搦手門石垣（東側石垣）から城内に入り，東側に折れると西ノ丸の入り口にあたる。その奥側（北方向）

に「西ノ丸門」が描かれていることから，調査範囲内において門に関連する遺構が検出される可能性
が指摘された。調査の結果，調査区からは西ノ丸門の礎石と考えられる石列及び搦手門東石垣の一
部が検出された。調査後，礎石と考えられる範囲は保存することとした。これを受け設計変更を行い
新たに西側に新設排水溝の掘削範囲を設け，調査を実施した。

図12　C区出土遺物実測図2
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① 検出遺構

石列1（図13）

　調査区の東部において石列1を確認した。石列は搦手門石垣（東側石垣角）より約2.8m北側に位置し，
標高は約4.7mを測る。石列は東西方向に3～4石を検出し，範囲は南北約0.5m，東西方向に1.45mを
測る。その内西端の 1 石は調査区を縦断する下水道管設置時の掘削のため位置が動いている可能性
がある。東端の石は調査区東壁に接しており，調査区外に続くものと考えられる。
　石材はチャートの自然石を使用し，形状は隅丸方形から隅丸長方形を呈し，石表面はほぼ平坦で
ある。石を境に北側と南側（外側と内側）では土層に違いがあり，南側は地山礫の細片が粒状に含まれ
る褐色シルト層と褐色粘土質シルト層で，北側は整地土と考えられる0.5～2㎝大の円礫を含む褐色
シルト層と下層には小礫を含むにぶい黄褐色砂質土がみられる。
　また，これら石下には10～20㎝大の石が設置された部分もあり，石の据わりや高さの調整等を行っ
たものと思われる。
搦手門石垣（図13）

ɹௐࠪ۠ͷଆɼੴྻΑΓ2.�Nೆํʹ͓͍ͯ᎕ख౦ଆੴ֞Λߏ͢Δஙੴ2ੴΛ֬ೝͨ͠ɻ
2ੴͷஙੴɼ᎕ख౦ଆੴ֞ͷ۱֯෦ͷஙੴͰɼදԼ �.� ʙ �.�N͔ؒΒͷݕग़Ͱ͋Δɻஙੴ
্Լ2ஈͰɼ͜ ͷ2ੴΛ߹Θͤͨ͞ߴ�.�2Nɼگݱͷੴ֞ఱ·Ͱ�.�NΛଌΔɻ
ɹੴ্࣭ஈͷஙੴ͕νϟʔτɼԼஈͷஙੴ͔࠭ؠΒͳΓɼνϟʔτͷஙੴ͕͞ߴ �� ᶲɼ߇
͑ͷ͞��ᶲ·Ͱݕग़ͨ͠ɻ࠭ ͷ͕͞��ᶲ·Ͱͷ֬ೝͰ͋ͬ͑߇��ᶲɼ͞ߴͷஙੴؠ
ͨɻ͜ ΕΒஙੴͷଆͰ৽ͨͳஙੴͷ֬ೝͰ͖ͳ͔͕ͬͨɼͦ ΕͧΕͷஙੴʹ֯ੴʹΈΒΕ
ΔϋπϦͷ͕ܗೝΊΒΕͳ͍͜ͱ͔Βɼຊདྷ·ͩଆʹஙੴ͕ଓ͍͍ͯͨͷͱ͑ߟΒΕΔɻ
%۠ग़Ҩ（図14－17～27）

　17 は土師質土器の杯である。底部は平底で体部は外上方に開く。底部切り離しは回転糸切りであ
る。体部は外面内面ともに回転ナデ調整である。18 は磁器で，小型の丸形碗である。口縁部に向かっ
て内湾する。外面に松の文様を施し，内面は無文である。19 は陶器の丸形碗である。口縁部は直線的
で，端部は丸くおさめる。外面と内面には貫入がみられる。20 は染付碗あるいは皿の体部である。外
面には二重の圏線文，内面にも文様が施される。21は染付碗の口縁部である。外面には二重の圏線文，
体部には文様が施される。22 は香炉あるいは瓶の口縁部と考えられる。体部は球形状で口縁部は短
く外反する。肥前系磁器か。
　23・25は軒桟瓦である。23は右軒桟瓦で，瓦当の中心飾りは右巻きの三巴文に脇には2回反転の唐
草文を配する。平瓦部の凹面にはタテ方向のハケ及びナデ調整が施される。瓦当の裏面にはヘラ状
の道具によるナデ調整が施される。瓦当の右脇部には「御瓦」の刻印銘か。24 は軒平瓦あるいは軒桟
瓦である。瓦当の中心飾りは右巻きの三巴文で脇に2回反転の唐草文を配する。平瓦部の凹面にはタ
テ方向のハケ及びナデ調整が施される。瓦当との接合部は丁寧なナデ調整で，凹みがみられる。瓦当
部にはハナレ砂が付着する。25 は左軒桟瓦で瓦当には唐草文の一部が確認できる。瓦当の裏面にナ
デ調整，平瓦部凹面にハケ目痕が施される。また，瓦当の左脇部には「御瓦師」の刻印が認められる。
　26・27は平瓦あるいは桟瓦である。26は凹面はナデ調整，凸面は摩耗のため調整が不明瞭である。
側縁部には方形区画に「堺大小○」の刻印銘がみられる。27 は凹面と凸面はともにナデ調整が施され
る。側縁部には方形区画内に「ヤス」が認められる。「ヤス」の後に2文字程続くが，判読できない。

第Ⅲ章　試掘確認調査
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2. 各調査区の成果

図13　D区セクション，石列平面及びエレベーション
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第Ⅰ層 砕石層
第Ⅱ層 砕石層（1層と比べて砕石の形状が大きい）
第Ⅲ層 暗褐色（10YR3/3）シルト層（1cm大の砕石を多く含む）
第Ⅳ層 褐色（7.5YR4/2）粘土質シルト層
第Ⅴ層 暗褐色（10YR3/3）シルト層（1cm大の砕石が特に多く含まれる）
第Ⅵ層 暗褐色（10YR3/4）粘土質シルト層（1cm大の円礫を含む）
第Ⅶ層 灰黄褐色（10YR4/2）砂質シルト層（瓦及び１cm大の円礫等を含む）
第Ⅷ層 褐色（10YR4/4）シルト層（瓦片及び石灰岩片,漆喰を若干含み，褐色
 （7.5YR4/4）土が所々混じる）
第Ⅸ層 褐色（10YR4/4）シルト層（5～10cm大の角礫,1cm大の円礫を含む）
第Ⅹ層 明褐色（7.5YR5/6）粘土質シルト層（ハンダ状の土，砂粒が含まれる）
第Ⅺ層 褐色（7.5YR4/6）シルト層（地山礫細片及び５cm大の礫が含まれる）

Ґ
第Ⅰ層 砕石層
第Ⅱ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）シルト層（細石及び瓦片等を含む：整地土）
第Ⅲ層 褐色（7.5YR4/4）シルト層（1cm大,3～5cm大の角礫及び円礫と地山礫,瓦片が含まれる）
第Ⅳ層 灰黄褐色（10YR5/2）礫層（2～3cm大の砕石が多く,円礫及びプラスチックを含む）
第Ⅴ層 黒褐色（7.5YR3/2）シルト層（締まりが無く瓦細片と角礫,0.5～1cm大の円礫が含まれる）
第Ⅵ層 褐色（10YR4/4）砂質シルト層（締まり無く礫が含まれる：水道工事の際の埋め戻し土か） 
第Ⅶ層 褐色（10YR4/4）粘土質シルト層（Ⅵ層より締まりが有り,地山礫細片, １cm大の円礫が含まれる：水道工事の際の埋め戻し土か） 
第Ⅷ層 褐色（10YR4/3）粘土質シルト層（締まり有り,黄褐色礫が含まれる）
第Ⅸ層 オリーブ褐色（2.5Y4/3）粘土質シルト層（黄褐色土と炭化物,栗石や礫が含まれる）
第Ⅹ層 暗灰黄色（2.5Y5/2）粘土質シルト層（黄褐色土が若干含まれる）
第Ⅺ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）粘土質シルト層

設計変更後掘削ライン

XVⅩⅥ
ⅩⅦ

ⅩⅧ

 XIV

ⅩⅩⅩⅠ

第Ⅻ層 褐色（7.5YR4/4）粘土質シルト層（粘質有り,3cm大の礫と地山礫細片を含む）
第XIII層 褐色（10YR4/4）粘土質シルト層（灰黄褐色粘土と1cm大の礫を含む）
第XIV層 褐色（10YR4/4）細礫層（締まり無し,1～1.5cm大の礫を多く含む）
第XV  褐色（7.5YR4/4）シルト層（10層より締まり有り,地山礫片,1cm大の礫を含む）
第ⅩⅥ層 褐色（10YR4/4）シルト層（黒色（7.5YR2/1）粘土質シルトブロックと明褐色土及び1～２

cm大の礫を若干含み，下層の方は粘質が強くなる）
第ⅩⅦ層 褐色（10YR4/4）シルト層（地山礫の細片が粒状に含まれる）
第ⅩⅧ層 褐色（7.5YR4/6）粘土質シルト層（蛇紋岩が含まれ地山に近い）
第ⅩⅨ層 褐色（10YR4/4）礫層（1～5cm大までの円礫を含む）
第ⅩⅩ層 褐色（10YR4/4）シルト層（0.5～2cm大の円礫を含む）
第ⅩⅩⅠ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）砂質土層（下は褐色（10YR4/6）土に礫層を含み整地土か）

0 1 2m

（S=1/60）

N
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第Ⅲ章　試掘確認調査

ᾋ�&۠
　西ノ丸の北端部にあたる調査区で，排水用集水枡設置に伴う掘削範囲の調査である。調査面積は
約3㎡を測る。調査の結果，石列の一部と考えられる遺構が検出された。これを受け設計変更を行い，
この範囲は保存することとした。
① 検出遺構

石列2（図15）

　地表下約0.8～0.9mより石列2を検出した。検出範囲は南西から北東方向に約0.9m，東西方向が約
1.2mで，標高は4.35～4.63mを測る。調査区の北東から南西方向にかけて位置する。石列を構成する
石は9石を確認し，石材にはチャート，砂岩，石灰岩がみられた。石表面は平坦に近く，石列の標高は
南側から北側に向けて5㎝程度低くなっている。

図14　D区出土遺物実測図

0 5 10㎝
（S=1/3）

0 5 10 20㎝

（S=1/5）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）
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21

23

25
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ग़Ҩ（図16－28）

　28は丸瓦である。凹面の切り離しは摩耗している，一部に縄目痕が残る。凸面はタテ方向のヘラケ
ズリとナデ調整が施される。側縁端辺部には面取りがみられる。胴部端には径 1.3 ㎝の釘穴が認めら
れる。

2. 各調査区の成果　

C C’
（DL=4.6m）

（DL=4.6m）
D D’

CC

C’

D

D’

N

0 1m

（S=1/40）

ヒューム管ヒューム管

瓦瓦

Ⅰ

Ⅰ

A A’A

A
’

（DL=5.3m）

（DL=5.3m）
B B’

Ⅱ S

S

S

ヒューム管

石列2

S

S S

S

S

Ⅱ

Ⅲ

Ґ
第Ⅰ層 暗褐色（10YR4/4）シルト層（礫及び1cm大の円礫を含む）
第Ⅱ層 暗褐色（7.5YR3/4）シルト層（炭化物,明褐色土が若干含

まれ，1～2cm大の円礫,5～8cm大の角礫が含まれる）

第Ⅲ層 暗褐色（7.5YR3/4）シルト層（炭化物と明褐色土及び  1
～2cm大の円礫が含まれる）

Ґ
第Ⅰ層 暗褐色（10YR3/4）シルト層（中粒砂,5～10cm大の礫,1～

2cm大の円礫を多く含む）

第Ⅱ層 暗褐色（7.5YR3/4）シルト層（炭化物,明褐色土が若干含
まれ，瓦片等を含む）

B’

B

図 15　E 区セクション，平面及びエレベーション

石列2エレベーション図

図15　E区セクション，平面及びエレベーション

図16　E区出土遺物実測図

28
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ୈᶚষɹੴ֞ղମௐࠪ

���ϊؙଆੴ֞ղମௐࠪ
ᾇ�ղମલੴ֞ͷঢ়گ
改修工事の対象となった高知公園西ノ丸西側石垣は，࢙ߴͷɼͷʹ͋ͨΔ᎕ख

Λ௨Γɼ౦ଆʹંΕͨํʹҐஔ͢Δྠۂͷ෦ʹߏங͞Εͨੴ֞Ͱ͋Δɻੴ֞ͷԆ ��Nɼ
�.�ʙ�.�NΛଌΓɼͦ͞ߴ ͷ্෦ʹ͞ߴ�.�ʙ�.�NͷίϯΫϦʔτน͕ઃஔ͞Ε͍ͯΔɻ͜ ͷ
ίϯΫϦʔτนͷ্ʹɼϊؙଆࣼ໘෦ͷิڧ༻ͱ͑ߟΒΕΔ֨نతʹ࡞ΒΕׂͨੴ͕ 2ʙ �ஈ
ʢ͞ߴ��.�ʙ�.�Nʣੵ ·Εɼ͞ Βʹ্໘ʹɼࡩͱ֞ࠜͱͯ͠ຘ͕২͞Εͨঢ়ଶͰ͋ͬͨɻ·ͨɼ石垣
最下段の前面（西側）は，石垣に接して約 0.5m幅のੴෑ͖ͷଆ͕ߔ·Εɼͦ ͷଆʹࢢಓʢߴ֗
�߸ઢʣ͕ ௨Δɻ

コンクリート壁直下の築石列には，築石に方形から長方形の規格性をもった割石が使用されてお
り，この割石と上部のコンクリート壁の間にはコンクリートによる練り積みが施された状態であっ
た。この築石列の下には，自然石及び加工石を使用した2～3段（高さ0.5～0.6m）の石垣が積まれてお
り，コンクリート直下の築石列とは֨نՃ͕ҧ͏ঢ়͕گΈΒΕΔɻղମલͷίϯΫϦʔτน
ͷঢ়ଶɼॴʑॎํͷُ྾͕͋ΓɼίϯΫϦʔτนͱԼͷੴ֞ͱͷؒʹ伱͕ؒੜ͡ɼ؇Έ͕Έ
ΒΕΔՕॴೝΊΒΕͨɻ·ͨɼ্࠷ஈࣼ໘෦ʹ২͞Εͨ֞ࠜͷཪଆʢϊؙͷฏଆʣʹ ίϯΫ
Ϧʔτͷਫ࿏͕ઃஔ͞Εɼ͜ ͷਫ࿏ΑΓੴ֞ଆʹഉਫ༻ͱͯ͠ͷ �Օॴͷམͱ͕͠ޱઃஔ͞Εͯ
͍ͨɻϊؙͰɼࢪઃݐฒͼʹ͔ΒͷӍਫΛड͚ΔͨΊɼٴࡍࢁͼࢪઃपลʹΧॴͷਫ
࿏͕ઃஔ͞ΕɼҰ෦ੴ֞ଆʹഉਫޱΛઃ͚ɼ֎ʹഉਫ͞ΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ
ɹੴ֞ͷ่མ令和 2 年 6 月に確認され，ͦ ͷ่མՕॴɼੴ֞ͷ͔Β2�ʙ �2Nͷൣғʹ͋
ͨΔɻ

ᾈ�ੴ่֞յͷཁҼ
高知公園西ノ丸西側石垣改修工事を実施するにあたり，石垣が崩壊した原因として次の要因が改

修前に考えられた。（「教文委第2－15号高知公園西ノ丸西側石垣測量・設計委託業務　委員会説明資料」令和

3年より抜粋）

① 石垣擁壁に水圧が作用した可能性

　降雨にともない高知城からの雨が側溝を流れたが，流水能力を上回る降雨が続き石垣の上段にあ
る側溝から溢れ出したと思われ，溢れた雨水が徐々に浸透し，石垣に水圧として作用した可能性。崩
壊した石垣付近での溢れた水量が多かったのか，施工上での締め固めが不足していたためか，部分
的に盛土の透水性が高かったのか，排水口から石垣に水圧がかかった影響なのかはわからない。複
合的な原因も考えられた。
② 石垣背面土の細粒分が流れた可能性

　石垣が施工されてからの長い経過に伴い，降雨の浸透や水路を流れる水の影響を受けて，土の細
粒分が少しずつ流され，石垣背面に空隙ができたことで崩壊した可能性。
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2. B区の調査成果

③ 構造が不均一

　石垣を構成する築石の加工度が一段ごとに異なることや石垣の間にコンクリート壁があることな
ど，強度や施工時期が不均一であることから，背面土の締まり具合も不均一と考えられ，同材料・同
時期に施工された一般的な石垣と比較すると，背面土も含めた構造全体が脆弱であった可能性。

ᾉ�ੴ֞ղମௐࠪͷྲྀΕ
　石垣解体調査にあたっては，以下の項目を念頭に進めた。

① 石垣部会で調査方法・工程の確認を行う。
② 速やかに作業ができるよう，適宜解体箇所についての連絡・調整を行う。

　③ 施工者により一石ごとに除去する。除去直後に築石の介石の状態や裏込めの状況を確認し，写
真記録を行う。
　④ 築石の半分程度の高さがみえるまで裏込め石を除去する。裏込め石の間に瓦・石製品・石造物・
土器等の遺物が混入している可能性もあることを周知し，なるべく人力による作業を実施する。
　⑤ 築石の土砂等を清掃した後，番号を付し間詰め石や介石については上面と立面の写真により記
録する。引き続き，裏込め石を築石全体が見えるまで除去し，写真測量を実施する。測量については
石垣一列ごとに実施する。石垣の断面図については，3箇所（北端・中央・南端）を設定した。その他，裏
込め・盛土について特徴的な箇所はセクション図等を作成する。

ᾊ�ղମஙੴͷӡൖɾอଘɾཧ
　解体した築石の保存・管理については，城内に於いて処理を行うこととし，以下の項目に留意し実
施した。解体した築石については，形状寸法等を記録した。（第Ⅴ章　表5～12に記載）

　① 保管場所に運搬・保存する。（辷山）

　② 裏込め石と土を分類して保管し養生する。（辷山）

　③ 保管場所での石材調査を行う。（石材の寸法・石質の調査）

���#۠ͷௐࠪՌ
ᾇ�ௐࠪͷ֓ཁ

　石垣解体前の状況を正確に捉え，崩壊以前の石垣の勾配や石の配置，さらに天端位置の確定に
必要であると共に記録保存の面からも重要な業務と捉え，石垣部会の助言により必要な図化を
実施した。現況を把握するため，石垣の解体前にレーザー測量を実施し，立面（積み方の現況）及び勾
配を記録化（図面化）した。
่յՕॴͷ্෦ʹ͞ߴ��ʙ��ᶲɼް Έ�ᶲͷίϯΫϦʔτน͕ઃஔ͞Εɼͦ ͷ্໘ʹ
ͷิڧͱ͑ߟΒΕΔׂੴ͕ஈੵ·Ε͓ͯΓɼ͞ Βʹࡩͷ২͕͞Ε͍͕ͯͨɼੴ֞ղମௐࠪ
ʹઌཱͪࡩͱຘͷႩఆٴͼൈࠜΛޙͨͬߦͰɼੴ֞ͷ่མՕॴഎ໘ʹτϨϯνΛઃఆ͠ɼௐࠪΛ࣮
ɻτϨϯνௐͨ͠ࢪ ʢࠪ#۠53��ʣͷ݁ՌɼࡩͷࠜͷҰ෦่͕յੴ֞ཪଆ·Ͱ͍ͨͯͬࢸɻ
　今回，石垣解体発掘調査はίϯΫϦʔτนΑΓԼͷੴ֞ʹ͍ͭͯɼஙੴٴͼཪࠐΊɼഎ໘ͷ
ௐࠪΛ࣮ͨ͠ࢪɻੴ֞ղମ࣌ʹɼ石垣全体の配置及び背面（裏込め等）の状況を把握するため，空中
写真測量を実施した。築石と裏込めの平面図については，空中写真測量データからオルソ画像を作
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第Ⅳ章　石垣解体調査
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2. B区の調査成果

成した。また，特徴的な盛土の状況などは測量を行い，随時セクション図・断面図の作成を行った。
築石は，法量・石質・介石（胴介石・とも介石）・矢穴の有無など一石ごとの写真記録を行い，割れ石（破石）

は積み直しの際に新補石に交換するため，割れ，罅や破損の状況等の写真撮影を行うとともに，その
原因を調べるために背後の裏込めと盛土の状態を合わせて記録した。
　裏込めについては，石（栗石）の形状や大きさ，石質などを観察し，記録に残した。また，遺物が出土
した場合は，出土状況写真を撮影し，必要に応じて光波測量機器により出土地点を測量し記録した。
　現況の高知公園西ノ丸西側ੴ֞ͷଆʹࢢಓʢߴ֗�߸ઢʣ͕ ௨Γɼੴ֞ͱಓ࿏ؒੴෑ͖ͷଆ
ͷງߴͼಓ࿏͔Βͷഉਫ͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻֆਤͰɼϊؙͷଆٴ·Εɼϊؙ͕ߔ
ʹ໘͍ͯ͠Δ͜ͱ্هͷ໌࣏ʹ͓͚ΔງͷຒΊཱͯͷه͔ΒɼվमରͰ͋Δੴ֞ͷɼٴ
ͼງʹؔ࿈ͨ͠ੴ֞ͷՄੑࢹʹೖΕௐࠪΛਐΊͨɻ

ᾈ�Ҩߏʢਤ�ʣ
　改修前の石垣は，補強が目的と考えられる中段付近に帯状のコンクリートが打設されており，上
から石積み，帯状コンクリート，石垣の順に構成されていた。石の加工状況や緩み方から帯状のコン
クリートから上部は近代に施工されたものと判断し，撤去のみ行い復旧は行わないこととし，帯状
コンクリート直下の石材についても間知石の形状等から帯状コンクリートの上部と同時期と判断さ
れるため，復旧しないこととした。このため，文化財である石垣として保存する範囲はコンクリート
下第2石目からとした。今回，石垣解体調査を実施するにあたり，2石目上（コンクリート下1石目）の状
態の把握のため記録に残した。
① 石垣列と築石の状態

ⅰコンクリート壁下石垣（1段目）

　コンクリート壁直下の石垣である。築石番号 2 ～ 210 に該当する。石垣を構成する築石は，その大
半は径 25 ～ 30 ㎝で，形状は方形あるいは長方形状の規格性を持った石で，砂岩が主体である。この
砂岩石材には所々に粗い面取りがなされている。崩壊箇所周辺では，これら規格性を持った石の他，
大きさ・形態ともに不揃いな石がみられ，石材もチャートや石灰岩等が使用されている。
　これら 1 段目石垣とコンクリート壁との接合部には練り積みがなされており，コンクリート壁を
設置するにあたり，下を平坦にするため設置された可能性が考えられる。
ⅱコンクリート壁下石垣（2段目）

　解体した2段目石垣は，築石番号213～382に該当する。石材にはチャート，砂岩，石灰岩が使用さ
れており，築石の大きさは高さ10～90㎝，幅が15～70㎝とばらつきがあり，その形態も不揃いである。
築石の裏側は裏込めが施され，その幅は20～40㎝を測る。裏込め石には同石材の割石が使用されて
いるが，裏込め内には背面盛土の流入が著しい状態であった。これら解体した築石の内9石に割れや
亀裂が確認された。石材はチャートが 8 石，石灰岩が 1 石であった。割れあるいは亀裂を確認した築
石の中には，築石面の寸法に対し，控えの長さが短いものがみられた。
ⅲコンクリート壁下石垣（3段目）

　解体した3段目石垣は，築石番号396，397，403，404，406～416，418，419，420～428，430～504，
530，539に該当する。石材にはチャート，砂岩，石灰岩が使用されている。築石の大きさは高さ10～
40㎝，幅が15～60㎝と2段目と同様にばらつきがみられる。その裏込め幅は北端域で約60㎝，南側
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図18　B区エレベーション及びB区TR1セクション

213

岩

502
508

WE

WE

ଆ
ߔ

（H=5.0m）

（H=5.0m）

4.0m

3.0m

320
432

580
ଆ
ߔ

ଆ
WEߔ

（H=5.0m）

3.0m

4.0m

3.0m

4.0m

裏込め石

383

1

ଆ
ߔ

中央部エレベーション南端部エレベーション

北端部エレベーション

B区 TRー 1セクション

ଆ
ߔ

0 1 2m

（S=1/60）

ഉ
ਫ
ߔ

Ⅰ

Ⅱ
瓦

瓦

Ⅲ

Ⅳ

（DL=5.0m）

4.0m

3.0m

EW

Ґ
第Ⅰ層 暗褐色（10YR3/3）シルト層 （1～5cm大,10cm大の礫を含む。） 
第Ⅱ層 灰黄褐色（10YR4/2）シルト層 （黄褐色土,1cm大の礫,5cm大の礫，瓦片を含む。）
第Ⅲ層 暗褐色（10YR3/4）粘土質シルト層 （瓦片を含む）　
第Ⅳ層 にぶい黄褐色（10YR4/3）粘土質シルト層 （褐灰色粘質土が混じる。：コンクリート下石垣の盛土か）

コンクリート



32

2. B区の調査成果

においては 25 ～ 35 ㎝を測った。また，裏込め石（栗石）がみられず，築石裏が盛土のみで構成された
箇所が所々確認された。これら解体した築石の内 8 石に割れ等を確認した。石材はチャートが 6 石，
石灰岩が 2 石であった。割れ等を確認した築石の中には，2 段目の築石と同じく築石面の幅に対して

図19　B区バンク1～4セクション及びSX1立面図
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2. B区の調査成果

控えの長さが極端に短いものがみうけられた。
② 根石の状態

　根石は基本的に現状のまま存置することとしたが，今回改修範囲の石垣解体終了後，積み直しに
あたり，最終石垣面で据え直しが必要な築石（根石）が数石生じた。検討の結果，据え直しを実施した。
築石番号388～395，398～402，429，524，526，528，549，554～565，568～579，581～585，605，
608 ，612 ，614 ～ 620 ，623 に該当し，614 ～ 620 の範囲は崩壊した箇所に相当する。これらの内 524 ，
526 ，528 ，549 ，612 は築石を交換の据え直しを行った。据え直しにあたっては，築石の背面掘削と，
下部の状況確認を行った。築石の下部は平面観察であるが，築石より小さく，当たり面が平坦な石が
2～3石置かれており，その上に根石を設置していたことを確認した。
③ 盛土（図17・18）

　工事に伴う掘削幅（石垣面より 80 ㎝奥掘削ライン）において影響をうける範囲の調査を実施した。施
工勾配内（切土）に合わせ，標高約 2.5 ～ 4.0m間の盛土の状態を記録に残した。崩壊箇所と周辺の盛土
の状態は，図17・20に示した。標高3.4～3.9m間は概ねコンクリート壁による範囲，標高約3.2～3.4m
間はコンクリート壁下の石垣に相当する。
　コンクリート壁下 2 石目以降にあたる範囲では，石垣北端から約 19m地点までとそれ以南では盛
土に違いがみられた。調査区北端より南に約 19mの間は風化礫及び炭化物を含み締まりのある褐色
土（図 20　第Ⅹ－ 1・Ⅹ－ 2 層）が主体であるが，それより南側では，にぶい黄褐色砂質土と褐灰色粘土
質シルト主体（図20　第Ⅶ・Ⅷ層）に変化している。また，この地点より以南は，第Ⅵ－2～Ⅵ－5層の
褐灰色粘土質シルトと灰黄褐色粘土質シルトの盛土がみられるが，その堆積が波状を呈しており，
上層の盛土に対し下層盛土の締まりが弱いと考えられる。
ⅰSX1（図19・20）

　解体石垣の北端から約 2.5m区間，標高約 3.4 ～ 4.1m間において，築石大の石 13 石を確認した。そ
の範囲は長さ約 2.4m，高さ約 0.76mを測り，北端は岩盤に沿わしている。石の大きさは長径が概ね
30㎝，短径は20㎝内外を測り，石垣と同様にチャート，砂岩，石灰岩で構成され，石の間には土の流
入がみられた。その状況から土留めを目的に設置された可能性が考えられる。

ᾉ�ग़Ҩ
　今回の調査において，最も多く遺物が出土している調査区である。石垣の解体調査に伴い築石の
裏込め及び盛土からの出土である。土器・陶磁器，瓦等が出土しており，その中でも瓦の出土量が圧
倒的に多い。瓦については軒丸瓦，軒平瓦，丸瓦，平瓦，桟瓦，鬼瓦，道具瓦等に分類できる。遺物の出
土地点については，遺物観察表に記載している。
ثɾಃ࣓ث（図21～23－29～51）

　29は土師質土器の杯である。底部は平底を呈し，切り離しは回転糸切りである。体部は斜め上方に
開き伸びて口縁部に至る。内面にはロクロ目が残る。体部の外面と内面は回転ナデ調整が施される。
30は土師質土器の杯あるいは蓋である。底部は途中欠損するが，碁笥底状を呈する。体部から口縁部
は直立して伸び，口縁端部は平坦面を呈する。外面と内面は回転ナデ調整で，底部外面には墨書が認
められる。
　31 は磁器杯の口縁部である。口縁端部はやや外反する。全面に透明釉が施される。32 は染付の丸
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形碗である。外面は体部下半及び高台に圏線文，内面の見込みに圏線文と中央部に草花と考えられ
る文様を施す。高台の畳付けを除き全面に施釉する。肥前系磁器と考えられる。33は陶器の皿である。
高台内はケズリを施し，畳付けを除き全面に施釉する。34は陶器の丸形碗である。高台断面は長方形
状を呈し，畳付けを除き，全面に施釉する。外面と内面には貫入がみられる。35 は磁器の染付碗であ
る。体部外面には草花文，内面は口縁部に多重圏線文，内面見込みにも一重の圏線文とその中央部に

第Ⅳ章　石垣解体調査
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「寿」の字が施される。高台畳付けを除き全面に施釉する。瀬戸美濃焼と考えられる。36は磁器の皿で
ある。底部は蛇ノ目凹形高台を呈していたと考えられる。内面には型打ち技法による菊の文様が施
される。底部には墨書がみられる。肥前系磁器と考えられる。37 は染付の皿である。器壁は薄く，高
台の断面は三角形状を呈し，高台畳付けを除き全面に施釉する。外面は高台内に一重の圏線文で中
央部に「福」の銘がみられる。内面には草花文が施される。肥前系磁器と考えられる。38は磁器の筒型
容器である。胴部は筒型を呈し，底部外面には推定 3 箇所の雲脚が施される。雲脚部のみ染付がなさ
れる。39は陶器鉢の口縁部である。口縁部はやや内傾し，口縁端部は外側に折り返して玉縁状を呈す
る。体部外面には1条の沈線，内面には化粧土がみられる。40は陶器の香炉あるいは鉢と考えられる。
体部は膨らみ，口縁部までは直線的に伸びて口縁端部は外側に屈曲する。器壁は薄く，外面と内面に
は貫入がみられる。
　41と42は擂鉢である。41は体部から口縁部で，口縁部は肥厚し，外面に2条の沈線が巡る。口縁端
部はやや平坦で，内面に 1 条の沈線が施される。外面は口縁下方はナデ調整，内面は全面に擂目がみ

2. B区の調査成果
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られ，擂目の上端部はナデ調整が施される。42は擂鉢の底部である。外面はヨコ方向と斜め方向のナ
デ調整，内面には 7 条単位の擂目が施される。外面の色調は須恵器に類似，内面には白濁色化した釉
がみられる。被熱を受けたものと考えられる。43は壺あるいは甕の底部と考えられる。底部側縁部は
面取り状をなし，外面は不定方向のナデ調整で内面にはヨコ方向のユビナデがみられる。44 は備前
焼甕の口縁部である。玉縁状に肥厚すると考えられるが，端部は欠損している。内面にはナデ調整が
施される。45 は備前焼の壺である。底部は平底で，胴部はやや膨らんで上方に伸びる。肩部から頸部
にかけて内傾し，口縁部まで直立して短く伸びる。口縁端部は外反し，玉縁状に肥厚する。外面は口
縁部にナデ調整と指頭圧痕，頸部から肩部にかけ波状文が施される。胴部下半にはケズリとナデ調
整がみられる。内面は口縁部から胴部はナデ調整，胴部下半にはユビナデと底部には指頭圧痕が認
められる。46は土師質土器の壺あるいは甕の口縁部と考えられる。口縁部は内傾して，直線的に短く
伸びて外反し，端部は肥厚する。口縁頸部下は段を有する外面と内面にはナデ調整が施される。47は
備前焼甕の底部である。外面体部はナデ，底部には溶着物がみられる。内面にはナデが施される。48
は土師質土器の釜である。口縁部は内傾して伸び，端部は丸くおさめる。短い鍔がつき，鍔部分は丁
寧なナデ調整が施される。外面にはナデ調整と指頭圧痕，内面にナデ調整がみられる。外面の鍔下方
には煤が付着する。49は土製品
である。口縁部は直線的で，端
部は内傾する。外面には楕円形
状の凹みがあり，一部にナデ調
整，内面にもナデ調整が施され
る。口縁端部には煤の付着がみ
られる。50は瓦質土器の火鉢あ
るいは焜炉と考えられる。底部
には脚部が付く。脚部側縁部は
両端に抉りを施す。外面はナデ
調整で内面は摩耗のため調整
は不明瞭である。
　51は磁器製の碍子である。全
体に白濁色の釉が施される。
（図24～29）נ

（図24－52～64）נؙݢ

　52 ～ 64 は軒丸瓦で，その内
52～63は連珠三巴文瓦である。
52は瓦当径が14.0㎝を測り，中
心に左巻きの三巴文で周囲に
径 1.0 ～ 1.2 ㎝の珠文が 11 個認
められる。珠文の推定数は 13
個である。巴頭部は扁平で巴尾
部はだんだんと細くなる。珠文

第Ⅳ章　石垣解体調査
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には扁平なものもみられ，瓦当周縁辺部は面取りがされる。瓦当表面はナデ調整，裏面にはナデ調整
と指頭圧痕が施される。53は瓦当径が15.7㎝を測り，中心に左巻きの三巴文と周囲に径0.8㎝の珠文
を配する。巴頭部は扁平で巴尾部は細長くなり，珠文には頂部が膨らむものと扁平なものがみられ
る。瓦当周縁部はナデ調整で一部は摩耗している。裏面は不定方向のナデ調整が施される。また丸瓦
部との接合部周辺にはヘラケズリとナデ調整がみられる。54 は瓦当径が 15.8 ㎝を測り，中心に左巻
きの三巴文と周囲に径1.0㎝の珠文12個を配する。巴頭部は扁平で巴尾部は細長くなり，珠文には頂
部が膨らむものと扁平なものがみられる。瓦当周縁辺部は面取りが施され，周縁部内側にはハケ目
がみられる。瓦当裏面はナデ調整と指頭圧痕，丸瓦部凸面にはヘラナデとハケによる痕跡が確認で
きる。55は瓦当径が16.4㎝で，中心に右巻きの三巴文と周囲に径0.9㎝の珠文を12個配する。巴頭部
は扁平で巴尾部は細長くなり，珠文も同じく扁平である。瓦当周縁両辺部は面取りがなされ，瓦当表
面と裏面にはナデ調整が施される。56は瓦当径が15.8㎝で中心に右巻きの三巴文と周囲に径0.9～1.1
㎝の珠文を 12 個配する。巴頭部は扁平で巴尾部はだんだん細くなり隣の巴文に接し，圏線状を呈す
る。巴文には爪で押したような痕がみられる。瓦当の表面はナデ調整，裏面にはナデ調整と指頭圧痕
が施される。丸瓦部との接合面にはカキヤブリ痕が認められる。57 は瓦当径が 14.5 ㎝で中心に左巻
きの三巴文と周囲に径 0.8 ㎝の珠文 18 個を配する。巴頭部はやや丸みをもち巴尾部はだんだんと細
くなる。瓦当周縁辺部は面取りが施され，瓦当表面はナデ調整，裏面にはナデ調整と指頭圧痕が施さ
れ，一部にハケ目がみられる。58 は中心に右巻きの三巴文で周囲に径 1.0 ㎝の珠文 8 個を配する。珠
文の推定数は 15 個である。巴頭部は扁平であるが巴文が立体的である。珠文には頂部が膨らむもの
と扁平なものがみられる。瓦当の表面は摩耗，裏面にはナデ調整が施される。丸瓦部の凹面にはコビ
キB手法がなされ，瓦当の周辺には丁寧なナデ調整と指頭圧痕がみられる。59 は中心に左巻きの三
巴文で周囲に径 1.3 ㎝の珠文 5 個が確認できる。巴頭部は扁平で，珠文も同じく扁平なものがみられ
る。瓦当周縁上辺部は面取りがなされ，瓦当の表面は摩耗，裏面にはナデ調整と指頭圧痕が施される。
丸瓦部の凹面にはコビキB手法がなされ，凸面にはナデ調整がみられる。60 は中心に右巻きの三巴
文で周囲に径 1.0 ㎝の珠文が 7 個認められる。巴頭部は扁平で巴尾部は隣の巴文に接し，圏線状を呈
する。珠文には扁平なものがみられる。瓦当周縁辺部は面取りが施され，丸瓦部凸面にはタテ方向の
ナデ調整，凹面にもナデ調整が確認できる。器壁は厚い。61 は中心飾りに三巴文か。周囲に径 1.1 ㎝
の珠文が 5 個認められる。丸瓦部の凹面にはコビキB手法がなされ，凸面にはナデ調整が施される。
62は中心に右巻きの三巴文で周囲に径1.1㎝の珠文が7個認められる。巴頭部は扁平で巴尾部はだん
だんと細くなり隣の巴文に接し，圏線状を呈すると思われる。珠文も同じく扁平である。瓦当表面は
摩耗し，裏面にはナデ調整が施される。63 は中心に左巻きの三巴文で周囲に径 1.1 ㎝の珠文 6 個が確
認できる。巴頭部は扁平で，巴尾部はだんだん細くなる。珠文も同じく扁平なものがみられる。瓦当
周縁上辺部は面取りがなされ，瓦当の表面と裏面にはナデ調整が施される。丸瓦部の凹面の切り離
し手法は不明で，凹面と凸面にはナデ調整がみられる。
　64は三葉柏文の軒丸瓦である。中央の葉脈は凸状で，左右を彫り込み凹まし，葉脈を立体的に表し
ている。柏葉は周縁部分まで及んでいる。瓦当表面の周縁部はナデ調整，裏面にはナデ調整と指頭圧
痕がみられる。
（図25－65～73）נࢅݢฏɾݢ

　65，66，69～73は軒平瓦あるいは軒桟瓦，67，68は軒平瓦である。65は中心飾りに花文状か。脇に

2. B区の調査成果
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4 回反転の唐草文に飛び唐草を配する。側縁上辺部と下辺部に面取りがなされる。平瓦部との接合部
はナデにより段差が生じている。平瓦部の凹凸面はともに摩耗している。66 は中心飾りは花文状で
両脇には4回反転の唐草文が配される。周縁上辺端部に面取りを施し，瓦当部面と裏面にナデがみら
れる。平瓦部凹面には「アキ」の銘が認められる。
　67は中心飾りに橘文か。中央部は菱形状で珠点をもつ。脇に唐草文と飛び唐草か。周縁上方辺縁端
部は面取りをし，瓦当表面は摩耗し，裏面にはナデ調整がみられる。平瓦部凹面はナデ調整が施され
る。68 は中心飾りに橘文を配する。花弁は二股に分かれ，珠点は剥離している。萼は短く，脇に唐草
文と子葉か。瓦当の表面と裏面はともに摩耗している。69は軒桟瓦である。中心飾りには左巻き二巴
文で，脇に 2 回反転の唐草文と飛び唐草か。瓦当の表面と裏面にはナデ，平瓦部の凹面凸面にナデ調
整が施される。瓦当の右脇には「アキ○」の刻印銘が認められる。70は軒桟瓦と考えられる。中心飾り
は一巴文で脇に2回反転の唐草文を配する。瓦当の周縁上方辺縁端部は面取りをし，瓦当の裏面はナ
デ調整，表面は摩耗のため調整は不明瞭である。

2. B区の調査成果
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　71 は軒桟瓦と考えられる。中心飾りは雄蕊状を呈し，脇に 2 回反転の唐草文と飛び唐草か。瓦当の
表面裏面は摩耗している。瓦当の右脇には方形区画に「トク二」あるいは「トク三」の刻印銘が認めら
れる。72の中心飾りは雄蕊状を呈し，脇に2回反転の唐草文を配する。周縁上下辺縁端部は面取りを
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図26　B区出土遺物実測図6（丸瓦1）
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2. B区の調査成果

し，平瓦部の凹面と凸面にはナデ調整が施される。瓦当も右脇には方形区画内に刻印銘がみられる
が，判読できない。73の中心飾りは雄蕊状で脇に雲文状の唐草文を配する。周縁下方辺縁端部は面取
りをし，瓦当の表面と裏面にはナデ調整が施される。平瓦部の凹面と凸面はナデ調整がみられる。
（図26・27－74～82）נؙ

　74 ～ 82 は丸瓦である。74 は凹面の切り離しはコビキB手法か，布目痕が残る。玉縁部は 1 条の沈
線とナデ調整，凸面にはナデ調整が施される。凸面には「安喜」の刻印銘が認められる。75は凹面の切
り離しはコビキB手法で，側
面端部は面取りをし，玉縁部
は 1 条の沈線とナデ調整が施
される。凸面にもナデ調整を
し，「アキ」の刻印銘が認めら
れる。76 は凹面の切り離しは
コビキB手法で，胴部凹面の
側面端縁部は面取りをなす。
玉縁部には沈線と指頭圧痕
が施される。凸面はタテ方向
のナデ調整で，「アキ」の刻印
銘が認められる。77 は凹面の
切り離しはコビキB手法で，
側面端縁部は面取りが施さ
れる。凸面はナデ調整で，「御
瓦師」の刻印がみられる。78
は凹面に布目痕が残る。凸面
にはヘラ状の道具によるケ
ズリとナデ調整で，玉縁との
境には「○に堺」の刻印銘が
みられる。79 は凹面の切り離
しはコビキB手法で，側面端
縁部は面取りが施される。凸
面はケズリとナデ調整が施
される。一部ヘラミガキ状に
みえる。凸面には「御瓦師」と
考えられる刻印銘がみられ
る。80 は凹面の切り離しはコ
ビキB手法で，側面端縁部は
面取りが施される。凸面はタ
テ方向のケズリとナデ調整
で，凸面上部には小判状の区

0 5 10 20㎝

（S=1/5）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）

79

80

81

82
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画に「中山」の刻印銘がみられる。81は凹面に布目痕が残り，タテ方向のケズリとナデ調整が施され，
側縁端縁部は面取りがみられる。凸面はナデ調整で，玉縁と胴部の境には「○に堺」の刻印が認めら
れる。82 は凹面の切り離しはコビキA手法で，側面端縁部は面取りが施される。凸面は摩耗するが，
一部にナデ調整がみられる。
ฏנɾנࢅ（図28－83～89）

　83 ～ 89 は平瓦あるいは桟瓦である。83 は凹面と凸面にナデ調整が施され，ハナレ砂が付着する。
端縁部には九曜文の刻印がみられる。84 は凹面にはヨコ方向のナデ調整で，凸面は摩耗のため調整
は不明瞭である。端縁部には方形区画内に「堺大小路」と考えられる刻印銘がみられる。85 は凹面に
ヨコとタテ方向のナデ調整で，凸面はやや摩耗している。一部に被熱と漆喰の付着がみられる。端縁
部には方形区画内に「堺大小路」の刻印か。86は凹面にナデ調整，凸面は摩耗している。端縁部には「ア
キ○」の刻印銘がみられる。87 は桟瓦と考えられる。凹面に波線状のハケ目とナデ調整，凸面はナデ

0 5 10 20㎝

（S=1/5）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）
0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）

0 2㎝

（S=1/2）

83

86

89

87 88

84
85

図28　B区出土遺物実測図8（平瓦）



44

調整が施される。端縁部に「○中川寅蔵○」の刻印がみられる。88は凹面と凸面ともにナデ調整で，端
縁上辺部に面取りが施される。端縁部に「アキ友」と考えられる刻印銘がみられる。89 は凹面と凸面
はナデ調整で，端縁部には方形区画内に「堺大小路」と考えられる刻印銘がみられる。
（図29－90～92）נ۩ɾಓנَ

　90 と 91 は鬼瓦である。90 は表面の縁帯部の接合部に丁寧なヘラミガキとナデ調整が施される。裏
面はユビナデと指頭圧痕が顕著である。91の上端部は平坦で，肩部に抉りが施される。表面の側縁部
はナデ調整，裏面にはナデと指頭圧痕がみられる。
　92は道具瓦である。平瓦端部より垂直部を貼付した後に，水平部を貼付している。側縁辺部は面取
りをし，瓦部の凸面と凹面はナデが施される。

2. B区の調査成果
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���ํ
解体前の石垣の危険性の除去を念頭に立会を行い，石垣部会委員の助言・指導により次のような

事柄に留意した。
⑴ 設計勾配，丁張に従って積み直しが行われているか
⑵ 裏込めは十分な量で，配置も適切か
⑶ 当たりや介石の据え方に配慮されているか
⑷ 新補石材は適切か（石質・控え・面・加工等）

⑸ 原状に復されているか
　また，高知公園西ノ丸西側石垣の改修工事について，石垣解体が完了した状況を確認し，積み直し
方法について協議を行った。
① 石垣の勾配について

　石垣の勾配は，既存の石垣の勾配を参考に起点部を1：0.2，終点部を1：0.15とし，中間部で擦り合
わせる。
② 石垣の天端の高さについて

　仕上がりが一定の高さにならないが，やむなしとする。
③ 排水管について

　雨水は速やかに石垣の外に排水した方がよいので，塩ビ管を法面に設置することは美観がやや損
なわれるがやむを得ない。
④ 根石について

　現状はあまり良い石ではないが，文化財として極力残すこととする。ただし，状態の悪い石は置き
換える。また，法線は現地あわせで調整する。
⑤ 石垣前面の水路について

　今回の石垣崩落の原因は，雨水による土圧の上昇と石垣前面の水路の流水による背面土砂の吸い
出しと考えられる。よって，土砂の吸い出しによる再度の被災を防止するため，水路内をコンクリー
トで被覆することを検討する。
⑥ 裏込め栗石の吸い出し防止材について

　天端及び背面に設置する。
⑦ 根石の置き換えについて

　残す計画であった根石の内，どの石を置き換えるのかを委員会に諮ることとする。
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���ੵΈ͠ͷه録ํ๏
ੴ֞ͷੵΈ͠ҎԼͷ༰ʹ͍ͭͯهͨ͠ɻ
ɹᾇ�勾配の決定方法や丁張設置方法の確認・記録
　⑵ 築石据付方法の確認・記録
　⑶ 介石等の確認・記録
　⑷ 裏込め石の確認・記録
　⑸ 間詰め石の確認・記録
　⑹ 築石，新補石の記録

���ੵΈ͠ͷॱং
　⑴ 勾配等の設計
　⑵ 丁張の設置
　⑶ 裏込め石（栗石）整備
　⑷ 築石の配置
　⑸ 裏込め石（栗石）の敷設
　⑹ 盛土の敷設・締め固め
　⑺ 間詰め石のあてがい
　一段終了するごとにこの作業を
繰り返す。介石のあてがいや築石の形状により順序は前後する。
　積み直しに際しては，解体時の状況（実測図・解体前の写真や墨付け（築石相互の接点に付した印））を参
考に，実測図に記載した番付けに従って行なった。根石の置き換え（据え直し）の場合は，立会をし背
面及び下部の状況等を撮影し，記録に残した。
① 勾配の決定から丁張の設定

　積み直しの勾配については，孕み等がなく，残りのよい断面勾配を参考にするとともに，未解体部
分との整合性を図りつつ積み上げていくこととした。
② 現状確認

　解体前の石垣には墨付けを行なっているが，崩落箇所等については元通りに戻すことは困難
である。この場合，天端に向けてどのように調整していくのか石垣部会委員の意見を聞き，調整
を図った。
③ 新補石材の確認

　新補石材の場合，石材・面の形状・控えなどについて確認し，据わりは良いか，また改修前の石垣
と比して違和感がないか確認する。石垣解体の際に割れ石を確認すると，築石の高さ及び幅に対し
控えの長さが短いものが目立った。交換する場合は，控えの長さを20～30㎝ほど長くしたものを使
用した。また，割れ石ではないが築石の高さ及び幅に対し，控えが極端に短く状態の悪い築石につい
ては，石垣の構造上問題が生じると考え，新補石（控えの長さを長くした）に交換し，積み直した。
　上記の割れ石や，石垣の構造上問題があり交換した築石については，監督職員立会の上再利用ま
たは取り替え区分を行い，再利用不能となったものは裏込め石材等に転用した。

図 32　石垣改修工事完了断面図
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新補石の加工

　築石の破石等については,解体時にワイヤー
で型取りをしておいた。作っておいた型をもと
に破石等と同質また同等以上の強度を有する石
材を選び出した。
　カッターでの荒割を行った後，ノミにより加
工を施した。新補石の加工については，高知城
内（辷山）で施工した。

ノミによる加工（新補石）

丁張の設定

　石垣の勾配は，既存の石垣の勾配を参考に起
点部を1：0.2，終点部を1：0.15とし，中間部で
擦り合わせた。丁張を開始するレベルから復元
する角度に合わせて丁張を固定した。

丁張の設定
石垣背面の処理

　盛土の流出防止の対策を行った。
　吸い出し防止シートを裏込め栗石と背面土砂
の境界へ設置し，養生を行い安全施行に留意し
た。

吸い出し防止シートの設置
築石の配石

　墨付けをした石の当たり部分を確認しながら
築石が据わる位置を決める。築石を配置した後,
築石を支える介石を丁寧にあてがい，石の据わ
りや勾配の微調整を行う。介石は適切な形状の
石を裏込め内から選び準備するが,個々の築石
に合わせてその場で選定する場合もみられた。
　その際,丁張に張った水糸を基準に位置や勾
配を確認し配置を決定する。

当たりや勾配を確認しながら築石を配置する
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新補石の現場加工

　上段に配置する築石との当たりを調整するた
め，現場での調整を行う。石垣に影響が無いよ
う，確認しながら調整を行う。

築石据わり部分の加工（新補石）
根石の置き換え

ɹੴ֞ͷੵΈ͠ʹ͋ͨΓɼਾ͕͑͠ඞཁͳ
ࠜੴʹ͍ͭͯɼஙੴͷഎ໘ٴͼԼ෦ߏͷ
֬ೝͱهࣸਅࡱӨΛ্ͨͬߦͰɼਾ͑͠Λ
ɻͨ͠ࢪ࣮

根石の据え直し

裏込め石の充填作業

裏込め石の敷設

　築石の積み直しが1列程度そろったところで,
裏込めを入れる。介石をあてがった後は裏込め
を詰め固めていく。裏込めは 1 石ずつ時間をか
け丁寧に詰めていく。砂利程度の小石から割石
ほどの大きさの裏込め石を入念に詰めていく。

裏込め石の充填

築石列と背面の裏込め石

　築石の積み直しが1列程度そろったところで,
裏込めを入れ，それを1列ごとに繰り返し，石垣
を積み上げていく。裏込め石は解体前に使用さ
れていたものを再利用するとともに，新しく購
入した栗石が充填された。裏込め石には県内で
調達したチャートが使用された。
　一列ごとの積み上げが終了した後,平面と立
面の確認をし,写真撮影を行う。
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間詰め石の充填

石垣の安定性を考慮して，築石間には間詰め
石を充填し，補強を行った。間詰め石は築石間
の隙間に合わせて，石をその場で加工し，適し
た形の石を充填していく。

築石間に間詰め石を充填する

控えが極端に短い築石（526）

控えの長さを十分にとった新補石（526）

築石の交換前

石垣の安定性を考慮して，破石で再利用が不
可能な築石は交換した。また，築石の内，控え等
が短く，石垣の構造上問題ある築石についても，
検討の結果，新補石に交換することとした。

築石の交換後

割れ石（破石）や控え等が短く，石垣の構造上
問題のある築石については新補石に交換し，問
題点を取り除いた。控えが短い築石については，
控えの長さを十分に取ることで石垣の安定性を
図った。

崩落箇所の積み直し

崩落箇所等については元通りに戻すことは
困難である。この場合，天端に向けてどのよ
うに調整していくのか石垣部会委員の意見を
聞き，調整を図った。崩落により，空隙になって
いた箇所には新補石あるいは，再利用しなかっ
た築石を配石し，積み直した。

崩壊箇所の積み直し
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保全・景観整備2

石垣積み上げの終了後，石垣天端は盛土で覆
い，盛土法面は設計勾配に合わせ施工した。

覆土作業

保全・景観整備1

解体範囲の南端部については，協議の結果，
盛土の露出防止とともに安定勾配を保つように
した。また，石垣の保全を図るため，転用石を用
いた補填を行った。

石垣南端部の積み直し

排水管の設置（北西より）

曲輪側の排水

　表面水を回収するため，側溝設置及び植栽に
より盛土流出を抑制し，石垣側への雨水を排水
するにあたり，塩ビ管を法面側に設置し，石垣
脇の水路に流すこととした。
　さらに，法面側の補強を図るため，覆土には
芝を張り，景観を損なわないように務めた。

西ノ丸曲輪新設水路と植栽（南より）

竣工

　西ノ丸の西端水路施工（U字水路）後，水路の東
脇に沿って生垣（槙）を植栽し，転落防止も兼ね
た。また，生垣より通路側には砕石を敷設し，景
観整備に務めた。
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1. 番号1～205はコンクリート壁直下の割石にあたり，積み直しを実施しなかったため，明記してい
ない。（付図の石垣番号を参照）

2. 新1～10は崩落範囲の積み直しに際し，新たに補填した築石である。割は割れ石，転は転用石であ
る。
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ɹ͞Βʹɼ西ノ丸の北端部
に位置するE区から石列 2
を検出した。南西から北東
方向に約0.9m，東西方向が
約1.2mで，検出標高は4.35
～ 4.63mを測る。確認でき
た石は 9 石で，チャート，
砂岩，石灰岩を使用してい
る。石列の石表面は平坦に
近く，標高は南側から北側
に向けて5㎝程度低くなっ
ており，さらに調査区外に
続くものと考えられる。明
治年間の『高知城の圖』に
は，周辺は｢枌葺塀｣があ 図33　高知城の圖（一部改変）
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2. 出土遺物について

るのみで，検出した石段状の描写はみられないが，D区で検出した石列 1 とほぼ標高が同じである
ことから，同時期に存在していたものと考えられる。
　今回，西ノ丸の南側にあたるD区では地表下約 50 ㎝，標高約 4.7m地点，北側にあたるE区でも標
高 4.4 ～ 4.7m地点よりこれらの遺構を検出した。ϊؙʹैདྷߴެԂͷཧࢪۀ࡞ઃ͕ઃ͚Β
Εɼত �� ʹ߂ಙ ʢؗٷཱݝಓʣ͕ ઃ͞Ε͍ͯΔɻ໌ݐ ʹࡏݱ͔ͷඋ͕ͳ͞ΕɼزҎ߱ɼ࣏
ॏͳௐࠪՌͱ͍͑Δɻو໘Λ֬ೝͰ͖ͨ͜ͱ׆ͷੜ࣌Δ͕ɼ͍ͯͬࢸ

���ग़Ҩʹ͍ͭͯ
　今回の調査で出土した遺物の総点数は約 3,100 点を数える。内訳は瓦が最も多く全体の約 93%を
占めている。次に陶磁器が約5％，土師質土器約1％，備前焼約0.4％，瓦質土器が約0.3％，その他土製
品や金属製品等が約 0.3％である。調査区ではB区における出土点数が最も多く，全体の約 78％を占
める。

ᾇ�ثɾಃ࣓ث
　瓦以外の出土遺物では，同じくB区から最も多く出土している。そのなかでも背面の盛土からの
出土が多く，最も古い時代の遺物としては備前焼の壺（図22－45）と甕（図22－44）が確認されている。
壺は口縁部が玉縁状で頸部に波状文を巡らす。16 世紀後半代に位置付けられる。江戸時代以前の西
ノ丸の機能について考える上で貴重な資料である。また江戸時代では「福」の銘がみられる染付皿（図

21－37）や磁器染付碗（図21－32），磁器皿（図21－36）が出土している。ともに肥前系磁器と考えられる。
また，盛土からは近代に位置付けられる染付碗（図21－35）や磁器製の碍子（図23－51）がみられる。

ᾈנ�
　瓦の種類では，軒丸瓦，軒平瓦，丸瓦，平瓦，桟瓦，鬼瓦，道具瓦が出土している。その内丸瓦と平瓦

（桟瓦を含む）で出土瓦の約95％を占めている。その内，平瓦（桟瓦を含む）は約70％で，桟瓦と判断でき
るものは約 22 ％である（平瓦と桟瓦は桟の部分が残存していなければ区別が難しいため，桟が残存している

ものを中心に分類した）。高知城内における調査では多い。丸瓦は 25 ％で，凹面に確認できるコビキ痕
で分類を行った結果，糸切りのもの（コビキA）は1％，鉄線切りのもの（コビキB）が約50％を占め，コ
ビキAの丸瓦は少数であった。
　高知城跡内出土の瓦については，『高知城伝下屋敷跡』⑴と『高知城跡北曲輪』⑵の報告書において詳
細な分類が行われており，これらの分類を参考に今回調査で出土した瓦の特徴等について述べる。
　今回の調査で出土した軒丸瓦は出土瓦の内約2％で，連珠三巴文と三葉柏文がみられる。大半は連
珠三巴文である。連珠三巴文軒丸瓦はܗͷͷগͳ͍͕ɼଘ͢Δഁย͔Βਪఆͨ͠נܘɼ
��.�ʙ��.�ᶲΛଌΔɻ巴文の巻方向（巴頭から巴尾の方向）が右巻きと左巻きに大きく分類できる。さら
に巴尾部が隣の巴尾部と繋がり圏線状を呈するものと，巴尾部がそれぞれ離れたものがみられる。
そのうち，珠文の数は12～14個（推定数は12～15個）で，最も多い珠文は図24－57の18個を数える。
また，丸瓦部が残存するものは図24－58～61・63で，その内58・59・61の凹面の調整にはコビキB
手法がみられる。
　三葉柏文は 2 点出土しており，完形のものは出土していない。その内A区で出土した図 8 － 2 は摩
耗しているが葉脈の有無は確認できる。B区で出土した図24－64の三葉柏文は立体的で，葉脈が明
瞭であり先端は周縁辺部まで及んでいる。中央の葉脈は凸状で，左右の葉脈は彫り込まれ，周囲を凹
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第Ⅵ章　まとめ

まして葉脈を明瞭に表している。また，先端部は周縁辺部まで及んでいる。高知城跡北曲輪ではম
͕͘ɼจ༷ઌ͕ΒΈɼ༿຺ͷத৺ತঢ়Ͱࠨӈʹੜ͢Δ༿຺͕Ԝঢ়Λఄ͢Δͷ͕
͋Δɻ͞ Βʹจ༷पԑʹφσௐΛՃ͑ɼઌΛؙ͍ͯ͘͠ΔͷΛ"ྨɼ·ͨɼ࣭ߗͰɼจ༷
"ྨʹ͘ΒγϟʔϓͰઌ͕͘ࡉઑΓɼ༿຺͕໌ྎͰ͋Δ#ྨͱ͠ɼ͞ Βʹ#ྨதԝ෦ͷ༿຺
͕ತঢ়Ͱ͋Δ͕ࠨɼ ӈʹ৳ͼΔ༿຺ยூΓঢ়ʹपғΛԜ·͠ɼತঢ়ʹද͍ͯ͠ݱΔ⑶ɻ·ͨɼ"ྨ
ʹൺ#ྨͷจ༷पԑ෦͔ΒΕ͍ͯΔɻͱ͋ΔɻࠓճͷௐࠪͰग़ͨ͠ࡾπ༿ദจͷנؙݢͷ
図8－2ຎ͍ͯ͠ΔͨΊෆ໌ྎͰ͋Δ͕ɼ図24－64ʹ͍ͭͯࡾ༿ദจͷಛ#�ྨʹྨ͠ࣅ
͍ͯΔ͕ɼจ༷पԑล෦·ͰٴΜͰ͓Γɼҧ͍͕ΈΒΕΔɻ
　軒平瓦は中心飾りが橘文，花弁状，丁子文，三巴文，二巴文，一巴文を呈したものがみられる。橘文
は中心飾りの外側に細い萼を持たないもの（北曲輪橘文A－ 1 類）⑷（図 25 － 67）と中心飾りや脇の唐草
文と葉文が乱れ蔓草状を呈したもの（北曲輪橘文D類）⑸（図 25 － 68）が出土している。そのほか中心飾
りが丁字文を呈するもの（図 25 － 71 ～ 73）があり（『高知城伝下屋敷跡』では 3 単位の雄蕊状（三花文）の中心

飾りをもつタイプとしている。），71は線描き，72は中心飾りの茎が中実で，73は脇の唐草が雲文状を呈
するタイプである。また，中心飾りが三巴文（図14－23・24），二巴文（図25－69），一巴文（図25－70）の
ものも出土している。高知城跡北曲輪では，中心飾りが巴文で，左右脇に唐草文がつくタイプを軒桟
瓦として分類しており，今回出土したものも同タイプがあり，一部は軒桟瓦と考えられる。三巴には
左巻きと右巻きがあり，両脇に唐草を配している。二巴と一巴文は左巻きで脇には同様に唐草文が
付く。一巴文の軒平瓦は，高知城伝下屋敷跡で右巻きの巴文が出土しているが，点数は少ない。
　高知城跡では，本丸，三ノ丸，追手門，梅ノ段，伝御台所跡，北曲輪跡，伝下屋敷跡，丸ノ内緑地，内堀
地区等の調査において刻印がみられる瓦が出土している。今回，西ノ丸の調査において確認できた
刻印は軒平瓦（軒桟瓦を含む），丸瓦，平瓦に刻印銘が認められる。軒平瓦にはアキ，御瓦師，方形区画
内に龍仙がみられる。丸瓦はアキ，安喜，御瓦師，小判形内に中己，さらに◯枠内に堺の銘が認められ
る。平瓦では九曜文と方形区画内に堺大小路，アキ友，桟瓦は方形区画内にヤス弘等の銘があり，今
までの出土事例等からはアキ，安喜，アキ友，御瓦師は高知県安芸市産，◯に堺，方形区画内に堺大小
路の銘は大阪府堺市産の瓦と考えられる。
　今回の調査では，これまでの高知城跡の調査と同様に安芸産の瓦が出土している。安芸での瓦生
産の始まりは18世紀であるとされており⑹，土佐において瓦に刻印が施されるのは18世紀後半以降と
考えられている。今回出土したこれら瓦はそれ以降に建物に葺かれ，建物等の修復あるいは撤去に
伴い，廃棄されたものと考えられる。
　これら出土遺物からは，明治時代の公園化以降の建物撤去に瓦の廃棄，さらに西ノ丸の曲輪の再整
備に伴う改修・改変が行われたものと考えられる。

���ϊؙଆੴ֞ղମௐࠪʹ͍ͭͯ
ᾇ�᎕ख౦ଆੴ֞ͱϊؙଆੴ֞
ɹϊؙଆੴ͕֞Ґஔ͢Δϊؙͷೆଆʹߴͷʹ͋ͨΔ᎕खʢେʣͷੴ͕֞ଘ
ݱɼੴ֞ͷΈ͕ͣͤࡏଘߏญͷؒڱঢ়ͷ᎕खʹखͦΕʹਵ͢ΔݱΔɻ͢ࡏ
ଘ͍ͯ͠Δɻ
ɹ᎕खੴ֞ͷଆͱ౦ଆʹੴ͕֞ߏங͞Ε͓ͯΓɼࠓճௐࠪͱͳͬͨϊؙ౦ଆੴ֞
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ʹ͢ΔྠۂͰ͋Δɻگݱͷ᎕खͷ౦ଆੴ ʢ֞ਤ��ʣɼೆ ํʢ໘ʣͰશ��.�Nɼͦ Ε͔Β౦
ଆʹંΕͯ౦ํʢೆ໘ʣʹ  �.�NΛଌΔɻੴ֞ͷલ໘ʹ֬ೝͰ͖Δੴ֞ͷ࠷Լஈʹͯ͠ੴෑ
͖ͷਫ࿏͕ઃஔ͞Ε͍ͯΔɻੴ֞ͷ͞ߴೆํͷ໘ͰදΑΓ2.�ʙ2.�Nɼ౦ํͷೆ໘
Ͱ2.2ʙ2.�NΛଌΔɻੵ Έํ໘ੵΈͰɼஙੴνϟʔτΛओମͱ͢Δ͕ఱपลʹ࠭ٴؠͼ
ੴփ͕ؠΈΒΕΔɻ·ͨɼஙੴܘ�.�ʙ�.�Nɼܘ�.�ʙ�.�Nͷنͷੴ͕ओମͰɼΧॴʹܘ�.�
ʙ�.�Nɼܘ�.�ʙ�.2NΛଌΔେৼΓͷੴʢڸੴʣΛ༻͍ɼ໘ੴ֞ͱೆ໘ੴ֞ͱͷ۱֯෦ࢉੵΈ
ͰੵΈ্͛ΒΕ͍ͯΔɻ͜ ͷ໘ੴ֞ͷ෦͔Βํʹ͞Βʹੴ֞Λங͖ΫϥϯΫঢ়ʹ֦ு͞
͍ͤͯΔɻ͜ ͷ֦ு෦ͷԆઢʹվमରͰ͋Δϊؙଆੴ͕֞ϊؙྠۂʹԊͬͯ ��Nํ
·Ͱଓ͘ɻ֦ ு෦ஙੴ͕খ͘͞ͳΓɼΫϥϯΫঢ়ʹ֦ு্ͨ͠෦ʹɼؒ ੴΛ༻͍໌Β͔ʹੵΈ
ํʹ͕ࠩΈΒΕΔɻੈޙʹΑΔվमΛड͚ͨͷͱ͑ߟΒΕΔɻ

ᾈ�่མݪҼʹ͍ͭͯ
　今回，崩落が起きた箇所は，西ノ丸西側石垣の北端から約20～32mの範囲にあたる。
ɹϊؙଆੴ֞ͷ石材には高知城石垣と同じくチャート，砂岩，石灰岩が使用されているが，築石
の大きさや形態は城内の石垣と比較すると小さく，石の形状も不揃いである。崩落箇所である北端
から約 20 ～ 30mの範囲に事前のトレンチ（B区TR1）を設定し，背面の調査を実施したところ，コン
クリート壁下の石垣にまで上面の桜の木根の一部が至っていた。その後の石垣の解体調査では，石
垣の裏込めが北部域において約60㎝，その他20～40㎝の幅で確認されたが，三段目の調査では場所
によっては裏込めがみられず，盛土のみの場合も認められた。また，裏込めが確認された箇所でも裏
込め内に背面盛土の流入が多くみられた。さらに解体築石の内で割れあるいは亀裂・罅等を確認し
たものの中には，築石面の大きさに対し控えの長さが極端に短い石が認められた。
　石垣背面における盛土の観察では，解体石垣北端から約 19m地点までとそれ以南では盛土に違い
がみられた。調査区北端より南に約 19mの間は風化礫及び炭化物を含み締まりのある褐色土が主体
であるが，それより南側では，にぶい黄褐色細砂土と褐灰色粘質シルト主体の盛土に変化しており，
その状況から部分的な改修が行われたものと考えられる。さらに，この地点より以南は，盛土の堆積
が波状を呈しており，上層の盛土に対し下層盛土の締まりが弱いことから沈下の原因となったこと
が推測される。
　このように裏込め幅が十分ではないことや裏込めに盛土の流入がみられたこと，背面盛土には崩
落範囲周辺を境に南北で違いがみられ，改修等が行われていたものと推測され，また，崩落範囲から
以南の盛土層は波状に上下するなど，盛土の締め固めが弱い状況がみられた。崩落箇所の最上面（西

ノ丸平場）は，周辺よりやや低い地形を呈し，周囲の雨水等がこの部分に集中していた可能性も高く，
これらのことが崩落の要因となったものと推測される。
ຊվमࣄʹ͓͍ͯɼੴ֞ߏʹஶ͘͠ӨڹΛ༩͑ΔͷҎ֎ɼղମͨ͠ஙੴΛੵΈ͠ɼׂ
ΕੴʢഁੴʣੵΈ͕͠ෆՄͳͷʹ͍ͭͯɼ৽ิੴࡐΛௐୡͯ͠ղମੴࡐͱऔΓସ͑Δ͜ͱ
ͱͨ͠ɻ·ͨɼཪࠐΊʹղମલʹ༻͞Ε͍ͯͨͷΛ࠶ར༻͢Δͱͱʹɼ৽͘͠ߪೖͨ͠ͷ
Λॆర͠ɼे ͳཪࠐΊ෯Λ֬อͨ͠ɻ
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ᾉ�ੴ֞ͷߏஙظ࣌ʹ͍ͭͯ
　現況の高知公園西ノ丸西側ੴ֞ͷଆʹࢢಓʢߴ֗�߸ઢʣ͕ ௨Γɼੴ֞ͱಓ࿏ؒੴෑ͖ͷଆ
ͷߴͼಓ࿏͔Βͷഉਫ͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻֆਤ͔Βɼϊؙͷଆٴ·Εɼϊؙ͕ߔ
ງʹ໘͍ͯ͠Δ͜ͱ໌࣏ʹ͓͚ΔງͷຒΊཱͯͷه͔ΒɼվमରͰ͋Δੴ֞ͷɼٴͼ
ງʹؔ࿈ͨ͠ੴ֞ͷՄੑࢹʹೖΕௐࠪΛਐΊͨɻ
ɹߴʹ͓͚Δງؔͷௐࠪʹ͍ͭͯୈᶘষͰड़ͨɻ᎕खͷೆ෦ɼͷೆງͷൣ
ғʹ͋ͨΔߴງଆ۠ͷௐࠪͰɼত2�ͷງΛຒΊͨͯͨͱۙҎ߱ͷੴ֞
͕֬ೝ͞Εɼͦ ͷຒΊཱͯϥΠϯඪߴ 2.�NΛଌΔɻੴ֞ 2.�NϥΠϯͰݕग़͞Ε͍ͯΔɻ͞ Β
ʹɼඪߴʵ�.��ʙ�.22Nͱʵ�.�ʙʵ�.��NؒͰງͷຒΛ֬ೝ͠ɼງচ໘·Ͱਂ͞�.�Nલޙ
ͱਪఆ͞Ε͍ͯΔɻງͷଆͰ࣮࢙ͨ͠ࢪߴอଘඋۀࣄʹ͏ງੴ֞֬ೝௐ ʢࠪߴݝ

ҭҕһձڭ ����ʣʹ ͓͍ͯɼ౦ํͷງล෦ੴ֞Λඪߴ �.�NΑΓݕग़͍ͯ͠Δɻϊؙଆ
ੴ֞ͷ߹ίϯΫϦʔτԼ2ஈͷඪߴ�.�Nɼੴ֞ͷ͢Δଆߔͷඪߴ2.�NΛଌΓɼೆ
ງͷௐࠪͰ֬ೝ͞ΕͨງͷຒΊཱͯඪߴͱ΄΅ಉ͡͞ߴͰ͋Δɻまた，今回根石とした築石の据
え直しに際し，築石下の状況を確認することができた。下には当り面が平坦な石が 2 石～ 3 石置か
れており，前面の石敷き側溝とほぼ同じ高さであった。それより下層については確認はできなかっ
たため，南西堀跡と同等に石垣が存在するかは残念ながら不明である。
ɹֆਤ͔Βɼϊؙͷଆʹງ͕֬ೝͰ͖Δ͕ɼੴ֞ͷඳ͕ࣸΈΒΕͳ͍͜ͱɼ·ͨɼੴ֞ங
ੴͷཪଆͱഎ໘͔Βۙͱ͑ߟΒΕΔҨ͕ग़͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Βɼۙ Ҏ߱ɼϊؙͷ࠶
උʹ͏վमʹΑΓɼੴ͕֞ੵ·ΕͨՄੑ͑ߟΒΕΔɻ
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3. 西ノ丸西側石垣解体調査について
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ຌྫ

1.法量は土器を基準に㎝で示しているが，土製品の場合は口径が全長（㎝），器高が全幅（㎝），胴径が全厚（㎝），
底径が重量（g）と読み替えている。それ以外の値については，特徴または本文中に記している。かっこ付きの数
値は残存値を示している。
2.調査区は各調査区名と各トレンチ名を記載している。B区の後に記載している番号は築石の番号である。（築

石を解体した際に裏から出土）

දຌྫ؍נ

1 . 計測単位は㎝またはgで示している。数値は重量を除き復元値を含む。（　　）は残存値。
2 . 軒瓦の残存率は瓦当の残存率。
3こびき：丸瓦部凹面の切り離し痕跡。Aは糸引き，Bは鉄線引き。
4 . 軒瓦の計測点及び文様名称

瓦
当
ܘ

文
様
区
ܘ


区
ܘ

珠文

಄

ඌ

周
縁
෯

瓦当厚

周
縁
高

全長࿈珠文軒ؙ瓦

文
様
区
高

瓦当厚

全長文様区幅
中心飾

珠点

瓦当幅

文
様
区
高

唐草文葉文

唐草文

周
縁
高

瓦
当
高

軒平瓦
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遺物観察表1

番号 調査区 遺構
層位

器種
器形

法量
胎土 特徴 備考

口径 器高 底径 最大径

1 A 区 表土 陶器
皿 － （1.4） 4.6 － 浅黄色 菊花形。高台は露胎。

5 C 区 TR10
Ⅴ層

土師質土器
皿 － （1.0） 4.7 － にぶい

橙色
底部平底。底部切り離しは，回転糸切り。
外面は一部ナデ調整，内面は摩耗。

6 C 区 TR5
  Ⅴ層

土師質土器
皿 － （1.0） － 6.2 橙色 底部平底。外面と内面は摩耗，内面には

凹凸あり。

7 C 区 TR9
Ⅴ 層

磁器
碗 11.9 （3.0） － － 灰白色 肥前系磁器。丸形碗。外面は口縁部に二

重圏線文，体部に文様あり。内面は無文。

8 C 区 TR10
Ⅴ 層

磁器
碗 － （5.5） 5.6 － 青灰色

染付碗。高台断面は三角形状で，畳付け
は平坦面を呈す。外面は高台脇に一重の
圏線文。体部に文様あり。内面は無文。

9 C 区 TR4
Ⅴ層

青磁
香炉か － （4.8） － － 明緑灰色

肥前系磁器か。口縁部は直線的に上方に
伸び，端部は内側に折れる。外面と内面
にロクロ目か。

10 C 区 TR10
Ⅵ層

陶器
皿 － （1.2） 4.8 － にぶい

黄橙色
唐津焼か。内面見込に砂土目。見込の一
部に鉄絵か。高台内面まで化粧土あり。

11 C 区 TR2
Ⅳ層

陶器
向付 7.3 （4.7） － － 灰 黄・ 黒・ 暗

オリーブ褐色
青織部。口縁部は内傾する。外面は体部
に鉄釉による文様。口縁部に波状文。

12 C 区 TR7
40 ㎝下

焼塩壺
蓋 7.0 1.9

天井部
7.2 － 橙色 天井部から口縁は下方に垂直に伸びる。

内面に布目痕が残る。外面と内面は摩耗。

13 C 区 TR9
Ⅴ 層

土製品
泥面子

全長
2.3

全幅
2.3

全厚
0.7

重量
4.0ℊ 橙色 型成形。表面は「憲」か。側縁部と裏面

はナデ。裏面はやや摩耗。

17 D 区 集水枡側
Ⅸ層

土師質土器
杯 － （1.5） 5.0 － にぶい

橙色
底部平底。底部切り離しは，回転糸切り。
外面と内面は回転ナデ調整。

18 D 区 磁器
碗 7.8 （3.5） － － 暗青灰色 外面に松，内面は無文。透明釉がかかる。近代か

19 D 区 陶器
碗 12.4 （3.7） － － 浅黄色 丸形碗。外面と内面には貫入が入る。

20 D 区 磁器
皿又は碗 － （1.2） － － 白色 肥前系磁器，染付。外面は体部下半に二

重圏線文。内面は見込みに文様あり。

21 D 区 集水枡側
Ⅸ層

磁器
碗 11.1 （2.5） － － 白色 染付碗。外面は口縁部に二重圏線文，体

部に文様あり。内面は無文。

22 D 区 集水枡側
Ⅸ層

磁器
香炉又は瓶 5.8 （3.3） － － 灰白色 青磁釉。肥前系磁器か。口縁部は短く外

反する。外面と内面に貫入が入る。

29 B 区 　Ⅸ層 土師質土器
杯 7.8 2.1 5.5 － 浅黄橙色 底部平底。底部切り離しは回転糸切り。

内面にはロクロ目。外面内面は回転ナデ。

30 B 区 594 土師質土器
杯 7.8 2.8 4.7 橙色 底部は碁笥底状。回転ロクロ成形。外面

内面は回転ナデ調整。底部外面に墨書。

31 B 区 616 磁器
杯 7.4 （3.3） － － 白色 口縁端部は端反り気味。全面施釉。外面

と内面ともに無文。

32 B 区 Ⅱ－4層 磁器
碗 － （3.9） 5.9 － 灰白色

染付丸形碗か。高台畳付に砂付着。内面
見込に圏線文，中央部に草花文。外面は
体部下半，高台脇に圏線文。

33 B 区 583 陶器
皿 － （2.2） 5.0 － 灰白色 肥前系陶器。高台畳付を除き全面施釉。

高台には砂土目が溶着。高台内はケズリ。

34 B 区 Ⅱ－4層 陶器
碗 － （3.3） 5.0 － 浅黄色

丸形碗か。高台畳付けを除き全面に施釉。
外面内面ともに貫入あり。内面見込みは
釉が一部剝離。

35 B 区 596
Ⅱ－4層

磁器
碗 － （5.7） 3.8 － 灰白色

瀬戸美濃焼。丸形碗。外面に草花文か，
内面は口縁部に圏線文で見込みの圏線文
内中央に「寿」の文字。

明治時代
前半か

36 B 区 555 磁器
皿 － （0.9） － － 灰白色 肥前系磁器。蛇ノ目凹形高台か。底部外

面に墨書。内面は放射線状に菊の文様か。

37 B 区 623・608 磁器
皿 － （2.0） 9.6 － 明緑灰色

肥前系染付皿。内面草花文，外面は高台
内に圏線文，中央に「福」の銘。高台畳
付けを除き全面施釉。

1650 ～
1690 年代
か

ثɾಃ࣓ث �
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遺物観察表2

番号 調査区 遺構
層位

器種
器形

法量
胎土 特徴 備考

口径 器高 底径 最大
径

38 B 区 561 磁器
香炉か － （3.8） 8.5 － 白色 筒形。染付。底部に 3 箇所の雲脚か。外

面は底部を除き施釉。内面は無釉。

39 B 区 575 ～
580

陶器
鉢 16.2 （4.5） － － 褐灰色

口縁部は玉縁状を呈し，やや内傾する。
ロクロ整形で，体部外面に 1 条の沈線。
内面に化粧土か。

40 B 区 583 陶器
香炉又は鉢 21.2 （2.9） － － 浅黄橙色

口縁部は直線的に立ち上がり，端部は外
方に屈曲，体部は膨らみをもつ。外面内
面ともに貫入が入る。

器壁は薄い

41 B 区 577 擂鉢 29.1 （7.9） － － 褐灰色
口縁部は肥厚し，端部は平坦面を呈すが
内面に 1 条の沈線，外面は口縁下にナデ。
内面は全面に擂目と口縁部にナデ。

42 B 区 537
Ⅹ－2層

備前焼
擂鉢 － （5.9） 14.4 － 灰色

外面は回転ナデ，斜位方向のナデ。内面
に 7 条単位の擂目を施す。内面には白濁
化した釉。

被熱をうけた
ものか

43 B 区 595 ～
605

炻器
壺又は甕 － （1.9） － － 灰色 底部側縁部は面取り状。外面は不定方向

のナデ，内面は横方向のユビナデか。

44 B 区 395 備前焼
甕 － （5.5） － － にぶい黄橙色 口縁端部は玉縁状か。途中欠損。内面は

ナデ。

45 B 区 520 ～
525

備前焼
壺 10.8 20.2 12.6 － 浅黄色

口縁端部は玉縁状。外面頸部に波状文。
体部下半にケズリ。内面は底部に指頭圧
痕，体部ナデ , 口縁部に強いナデ。

16 世紀後半代
か

46 B 区 1 石目 土師質土器
甕又は壺 17.2 （4.6） － － 褐灰色 口縁部は外反し肥厚する。頸部下には段

部を有する。外面と内面にはナデ調整。

47 B 区 395 備前焼
甕 － （3.7） － 21.0 にぶい黄橙色 底部。外面は体部にナデ，底部には窯内

の溶着物。内面はナデ。

48 B 区 537
Ⅹ－2層

土師質土器
釜 24.9 （4.5） － － 橙色

口縁部は内傾し，鍔部は短く，断面は三
角形状。外面はナデと指頭圧痕。内面は
ナデと摩耗。

鍔下に煤

49 B 区 337 ～
435

土製品
焜炉か 20.5 （6.4） － － にぶい黄橙色

口縁部は内傾し，端部は平坦面を呈する。
外面に楕円形状の凹みあり。（3 箇所）内
面はナデ，外面は一部摩耗する。

口縁端部に煤

50 B 区 600 ～
605

瓦質土器
焜炉又は火鉢 － （3.2） 17.8 － 黒褐色 脚部側縁部は両端に抉りを施す。外面は

ナデ，内面は摩耗。

51 B 区 559 磁器
碍子

全長
1.9

全厚
2.2 － － 灰白色 磁器製。底部を除き全面に白濁色の釉を

施す。

ثɾಃ࣓ث �



73

遺物観察表3

ද؍נؙݢ �

図版
番号

出土
地点 瓦当径 文様

区径
周縁
幅

瓦当
厚

周縁
高 全長 瓦当

残存率
表面

断面色 調整・文様・特徴 備考

2 A 区 （6.4） （4.5） 1.9 2.5 0.8 （2.5） 灰色
灰白色

三葉柏文。摩耗のため葉脈は不明。裏
面はナデ，一部にハケ目。周縁部に指
頭圧痕。

52 B 区
395 14.0 10.2 2.0 2.1 0.5 （3.0） 3/4 灰色

灰色

左巻きの三巴文と 11 個の珠文を配す。
巴頭頂部は平坦，尾部は細長く隣の巴
に接す。周縁部外縁は面取り。瓦当表
面はナデ，裏面にナデと指頭圧痕。

珠文推定
13 個

53
B 区
351
352

15.7 12.1 1.9 2.1 0.5 （7.8） 黄灰色
黄灰色

左巻き三巴文と 12 個の珠文を配す。三
巴文頭頂部は扁平で巴尾部は長い。瓦
当面と内面はナデ。丸瓦部との接合部
にはケズリとナデ。

キラ粉

54
B 区

383 ～
390

15.8 12.1 2.0 2.1 0.5 （7.5） 完形 黄灰色
黄灰色

左巻きの三巴文。12 個の珠文を配す。
巴頭頂部は平坦，周縁辺部は面取り。
丸瓦凸面はヘラナデとハケナデ。瓦当
裏面にナデと指頭圧痕。

瓦当面キラ
粉

55
B 区

580 ～
590

16.4 12.7 2.1 2.7 0.5 （7.5） ほぼ完形 灰色
灰色

右巻きの三巴文。周囲に 12 個の珠文を
配す。巴文は小さく巴頭頂部と尾部頂
部は平坦。周縁両辺部は面取り。瓦当
表面裏面はナデ。

56
B 区

595 ～
600

15.8 12.5 1.8 2.5 1.0 （3.5） 完形 黄灰色
黄灰色

右巻きの三巴文。12 個の珠文を配す。
巴文は小さく巴頭頂部と尾部は細く圏
線状。瓦当表面はナデ，裏面はナデと
指頭圧痕。

キラ粉

57
B 区

397 ～
402

14.5 10.6 1.9 1.8 0.5 （4.2） 完形 黄灰色
黄灰色

左巻きの三巴文に 18 個の珠文を配す。
巴頭頂部は丸く，尾部は細長い。周縁
辺部は面取り。瓦当表面はナデ，裏面
にナデと指頭圧痕。一部ハケ目。

58 B 区
578 下 （16.0）（11.8） 2.0 0.8 （14.5） 約 1/2 灰色

灰色

右巻きの三巴文に珠文を配す。巴文巴
頭頂部は平坦。瓦当表面は摩耗，裏面
はナデ。丸瓦部凸面はユビナデと瓦当
接合部はナデ，指頭圧痕。

珠文推定 15
個瓦部凹面
コビキ B

59
B 区

590 ～
600

（9.4） （7.2） 1.8 （2.2） 0.7 （14.0） 1/3 灰色
灰色

左巻きの三巴文に珠文を配す。周縁上
辺部は面取り。瓦当裏面にナデと指頭
圧痕。丸瓦部凸面はナデ。

瓦部
コビキ B

60 B 区
395 （15.8）（12.3） 2.0 0.5 （10.2） 1/2 暗青灰色

灰黄色

右巻きの三巴文に珠文を配す。巴頭頂
部は平坦，尾部は細長く圏線状。周縁
辺部は面取り。丸瓦部凸面と凹面は縦
方向のナデ。

瓦当に
ハナレ砂

61
B 区

600 ～
605

（15.2）（15.7） 1.9 0.7 13.1 黄灰色
黄灰色

三巴文に珠文を配す。丸瓦部凸面はナ
デ。

瓦部
コビキ B

62
B 区

590 ～
600

（15.3）（10.4） 2.2 2.2 0.5 （2.3） 1/2 灰色
灰色

右巻きの三巴文に珠文を配す。巴文は
小さく巴頭頂部は平坦，尾部は細長く
隣の巴文に接し圏線状。瓦当表面は摩
耗，裏面はナデ。

63
B 区

600 ～
605

（15.2）（11.2） 1.7 0.6 （10.8） 灰黄色
黄灰色

中心に左巻きの三巴文。周囲に径 1.1 ㎝
の珠文を配す。周縁上辺部は面取り。
丸瓦部凸面はナデ，凹面と瓦当裏面に
ナデ。

64
B 区
352
353

（8.5） （5.3） 1.7 2.3 0.1 （7.2） 灰色
灰色

三葉柏文。葉脈等が立体的。三葉柏文
が周縁部に及ぶ。表面周縁部，側縁部
はナデ。裏面周縁はナデ，指頭圧痕。

ද؍Ήʣؚנࢅݢʢנฏݢ �

図版
番号

出土
地点 全長 瓦当

幅
瓦当
高

文様
区幅

文様
区高

瓦当
厚

周縁
高

瓦当
残存率

表面
断面色 調整・文様・特徴 備考

3
A 区
TR15
Ⅳ 層

（4.5） （5.6） （6.1） （2.2） 3.0 1.8 0.5 灰色
軒桟瓦。瓦当面ナデ。側縁部裏面にはハ
ケ状のナデ。瓦当左脇に方形区画内に「龍
仙」の銘か。
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遺物観察表4

図版
番号

出土
地点 全長 全幅 全高 全厚 残存率 表面

断面色 調整・文様・特徴 備考

28 E 区 （15.5） （10.6） 6.8 1.8 － 灰色
灰色

凸面にタテ方向のケズリ，ナデ。凹面縄目
痕あり。側面と側縁部は面取り。径 1.3 ㎝
の釘穴。

丸瓦コビキ B か

74 B 区
395 （12.8） （10.1） （7.0） 2.0 約 1/6 黄灰色

黄灰色

凹面切り離しはコビキ B か。玉縁部はナ
デ，1 条の沈線。凸面はナデ，「安喜」の銘。
凹面には布目痕。

丸瓦コビキ B か

75 B 区
557 （22.3） （12.7） 6.9 1.8 約 1/2 灰色

灰色

胴部凹面はナデ。側縁端部は面取り。胴部
凸面はナデ，「アキ」の刻印。玉縁部は沈
線とナデ。

丸瓦コビキ B

ද؍נฏݢ �
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図版
番号

出土
地点 全長 瓦当

幅
瓦当
高

文様
区幅

文様
区高

瓦当
厚

周縁
高

瓦当
残存率

表面
断面色 調整・文様・特徴 備考

23
D 区

集水枡側

　Ⅲ層

（7.2） （11.7）（7.7） （8.3） 3.0 1.4 0.2 灰色
灰白色

軒桟瓦。中心飾りに三巴文，脇に 2 回反
転の唐草文と子葉。瓦当裏面はナデ。平
瓦部凹面はタテ方向のハケ目。側縁部裏
面にナデ。瓦当右脇に「御瓦」の銘か。

24 2.6 1.5 0.45 灰色
灰黄色

軒平あるいは軒桟瓦か。中心飾りに右巻
きの三巴文，脇に 2 回反転の唐草文と子
葉。平瓦部は凹面にタテ方向のハケ，ナ
デ。瓦当裏面は強いナデ。

キラ粉・
ハナレ砂

25

D 区
集水枡側

（2.6） （10.8）（6.0） （6.2） 2.9 1.9 0.5 約 1/4 灰色
灰白色

軒桟瓦。瓦当に唐草文の一部あり。瓦当
裏面は強いナデ。平瓦部凹面はハケ目。
側縁部裏面にはハケ状のナデ。瓦当左脇
に「御瓦師」の銘か。

キラ粉

65

B 区
580 ～
590 （22.4）（13.7）（7.8） （8.7） 3.1 1.9 0.3 1/2 灰色

灰白色

中心飾りは花文状か。脇に 4 回反転の唐
草文に飛び唐草。平瓦部の凹凸面は摩耗。
側縁部は面取り。

66 B 区
395 （7.0） （17.0）（5.9）（15.8） 2.8 1.7 0.4 1/2

以上
黄灰色
灰色

中心飾りは花文状。両脇には唐草文か。
周縁上辺端部に面取り。瓦当部面と裏面
にナデ。平瓦部凹面に「アキ」の銘。

67
B 区

383 ～
390

（8.4） （19.4）（8.5）（13.5） 3.2 2.0 0.5 約 2/3 灰色
灰色

中心飾りは橘文か。中央部は菱形状で珠
文をもつ。脇に唐草文と飛び唐草か。上
方辺縁端部は面取り。瓦当裏面はナデ。
平瓦部凹面はナデ。

瓦当面に
ハナレ砂
か

68
B 区

595 ～
600

（8.4） （13.2）（4.9）（10.5） 3.3 1.4 0.4 約 1/2 灰色
灰色

中心飾りは橘文。花弁は二股に分かれ，
珠点は剥離。萼は短く，脇に唐草文と子
葉か。瓦当表面裏面は摩耗。

69
B 区

608 ～
555

（11.2）（12.2）（7.6） （8.5） 2.5 1.6 0.6 約 1/2 灰色
灰色

軒桟瓦。中心飾りに左巻き二巴文，脇に
2 回反転の唐草文と飛び唐草か。瓦当表
面裏面はナデ。平瓦部凹面凸面はナデ。
瓦当右脇に「アキ○」の銘か。

キラ粉

70
B 区

575 ～
580

（7.3） （15.2）（7.3）（10.2）（3.1） 2.1 0.4 約 1/2 灰色
灰色

軒桟瓦。中心飾りに一巴文，脇に 2 回反
転の唐草文。上方辺縁端部は面取り。瓦
当表面は摩耗，裏面はナデ。

71 B 区
577 （10.4）（12.4）（7.5） （7.7） （3.0）（1.0）（0.1） 約 1/3 灰色

灰色

軒桟瓦か。中心飾りは雄蕊状，脇に 2 回
反転の唐草文と飛び唐草か。瓦当表面裏
面は摩耗。瓦当右脇には方形区画に「ト
ク二」あるいは「トク三」の銘か。

72
B 区

580 ～
590

（14.6）（17.4） 7.4 （10.7） 3.0 2.0 0.3 約 1/2 暗灰色
灰色

中心飾りは雄蕊状。脇に 2 回反転の唐草
文。上下辺縁端部は面取り。平瓦部凹凸
面はナデ。右脇には方形区画内に刻印。

73
B 区

590 ～
600

（12.9）（20.6） 8.6 （14.6） 3.0 1.9 0.7 約 2/3 黄灰色
灰色

中心飾りは雄蕊状。脇に雲文状の唐草文。
下方辺縁端部は面取り。瓦当表面裏面は
ナデ。平瓦部凹凸面はナデ。

　Ⅲ層

D区
集水枡側

Ⅲ層
（11.6）（17.5） （10.0）（5.2）
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遺物観察表5

図版
番号

出土
地点 全長 全幅 全厚 残存率 表面

断面色 調整・文様・特徴 備考

4
A 区

TR16
（13.5） （11.8） 1.7 灰色

灰黄色
凹面と凸面はナデ。側縁部には方形区画
内に「クレタ㊀○○秀」の刻印か。

14
C 区
TR10
Ⅴ 層

（23.5） （16.6） 1.7 1/2 灰色
灰色

桟瓦。凹面はヘラナデ，凸面にもヘラナ
デ。側縁部は面取り。切込み部端部も面
取り。

15
C 区
TR10
Ⅴ 層

（26.8） （18.6） 1.5 1/2 灰色
灰白色

桟瓦。凹面と凸面にナデ。側縁端部は面
取り。側縁部には方形区画内に「ヤス弘」
の刻印。

26

D 区
集水枡側

Ⅸ層
（8.7） （8.4） 1.8 灰色

灰白色

平瓦あるいは桟瓦か。凹面はナデか。側
縁部には方形区画に ｢ 堺大小○」の刻印
か。

27 （8.5） （10.5） 10.6 灰色
灰白色

平瓦あるいは桟瓦か。凹面と凸面にナデ
か。側縁部には方形区画に ｢ ヤス」の刻
印か。

83 B 区
395 （16.8） （9.7） 2.1 灰黄色

黄灰色
凹面と凸面はナデ。端縁部には九曜文の
刻印か。 ハナレ砂あり。

84 B 区
395 （11.6） （14.1） 1.7 1/4 黄灰色

灰白色
凹面はヨコ方向のナデ。凸面摩耗。端縁
部には方形区画内に「堺大小路」の銘か。ハナレ砂あり。

85
B 区

580 ～
590

（19.2） （17.1） 1.7 約 1/2 灰色
灰白色

凹面ヨコとタテ方向のナデ。凸面は摩耗。
一部に被熱と漆喰付着。端縁部には方形
区画内に「堺大小路」の刻印か。

86
B 区

595 ～
600

（11.9） （12.7） 10.6 黄灰色
灰白色

凹面はナデ，凸面は摩耗。端縁部には「ア
キ○」の刻印か。

87
B 区

600 ～
605

（10.0） （8.3） 2.0 暗灰色
灰白色

凹面に波線状のハケ目とナデ。凸面はナ
デ。端縁部に「○中川寅蔵○」の刻印か。

88
B 区

600 ～
605

（8.2） （12.4） （1.8） 灰色
灰白色

凹面凸面ともにナデ。端縁上辺部は面取
り。端縁部に「アキ友」の刻印か。

図版
番号

出土
地点 全長 全幅 全高 全厚 残存率 表面

断面色 調整・文様・特徴 備考

76 B 区
554 （25.2） 14.8 6.3 1.8 約 1/2 灰色

灰白色

胴部凹面ナデ，側面端縁部は面取り。凸面
タテ方向のナデ。胴部凸面に「アキ」の刻
印。玉縁部に沈線と指頭圧痕。

丸瓦コビキ B

77
B 区

575 ～
580

（11.8） （10.0） （7.0） 1.8 約 1/5 黄灰色
黄灰色

側面端縁部は面取り。凸面にナデ，「御瓦師」
の刻印。 丸瓦コビキ B

78
B 区

561 ～
566

（12.6） （7.3） （7.5） 1.9 約 1/5 灰色
灰黄色

凹面に布目痕。凸面にはヘラ状工具による
ケズリとナデ。玉縁との間には「○に堺」
の刻印。

79
B 区

580 ～
590

（20.7） 14.6 （7.0） 1.7 約 1/2 灰色
灰色

側面端縁部は面取り。凸面は工具によるケ
ズリとナデ。凸面に「御瓦師」の刻印か。

丸瓦コビキ B，
キラ粉

80
B 区

590 ～
600

（12.4） 15.3 6.3 1.5 約 1/4
オリーブ

黒色
灰色

凹面はナデ，凸面はタテ方向のケズリとナ
デ。凸面には小判状の区画に「中山」の刻印。丸瓦コビキ B

81 B 区
583 （11.6） （5.4） （3.7） 1.8 － 灰色

灰色

側縁端縁部は面取り。凹面は布目とタテ方
向のケズリとナデ。凸面にナデ，玉縁と胴
部間に「○に堺」の刻印。

82
B 区

595 ～
600

（14.3） （9.1） （6.1） 2.2 － 黄灰色
灰白色 側面端部は面取り。凸面は一部ナデ。 丸瓦コビキ A

ද؍נؙ �

ฏנʢؚנࢅΉʣ؍ද �

集水枡側

Ⅸ層

D 区
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遺物観察表6

ද؍נ۩ɾಓנَ

図版
番号

出土
地点 全長 全幅 全高 表面

断面色 調整・文様・特徴 備考

16
C 区
TR10
Ⅵ層

（10.0） 5.0 （4.4） 灰色
にぶい黄橙色

鬼瓦把手か。外面はヘラナデ , 指頭圧痕。
一部摩耗。

90
B 区

397 ～
402

（14.5） （15.8） （5.5） 暗灰色
灰色

鬼瓦の一部。縁帯部の接合部は丁寧なヘラ
ミガキとナデ。裏面はユビナデと指頭圧痕。

91
B 区

590 ～
595

（9.3） （14.7） （10.2） 灰色
灰色

上端部は平坦，肩部に抉りを施す。側縁部
はナデ，裏面はナデと指頭圧痕。

92 B 区
最下層 （12.0） （14.1） （7.0） 黄灰色

黄灰色

平瓦端部より垂直部を貼付した後，水平部
を貼付。側縁辺部を面取り。凸面と凹面は
ナデ。

図版
番号

出土
地点 全長 全幅 全厚 残存率 表面

断面色 調整・文様・特徴 備考

89
B 区

600 ～
605

（19.3） （14.7） 1.6 － 灰色
灰白色

凹面と凸面はナデ。側縁部には方形区画
内に「堺大小路」の刻印か。

ฏנʢؚנࢅΉʣ؍ද �
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図版1

高知公園西ノ丸西側石垣崩落箇所風景（南西より）
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図版2
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図版3

搦手門石垣（南西より）

搦手門石垣（北西より）



図版4

搦手門東側石垣南面隅角部（南東より）

搦手門東側石垣西面（南西より）



図版5

D区石列検出状態及びサブトレンチ（南より）

%۠ௐࠪલ෩ܠʢΑΓʣ



図版6

۷ঢ়ଶ（南より）෦ߋʢΑΓʣ%۠ௐࠪ۠มܠ෩ۀ࡞۠%

%۠ೆนηΫγϣϯʢΑΓʣ%࣓۠ثʢ��ʣग़ঢ়ଶ

D区石列南側東壁セクション（西より）%۠ੴྻଆ౦นηΫγϣϯʢΑΓʣ

%۠౦นηΫγϣϯʢೆΑΓʣ%۠ੴྻݕग़ঢ়ଶʢΑΓʣ



図版7

D区搦手門東側石垣隅角部下築石検出状態2（北より）
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図版8
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図版9

B区コンクリート壁下2段目解体石垣検出状態2（北西上空より）

#۠ίϯΫϦʔτนԼ2ஈղମੴ֞ݕग़ঢ়ଶ�ʢೆΑΓʣ



図版10

B区石垣解体最終面検出状態2（南より）
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図版11

B区背面盛土セクション1（北西より）

B区背面盛土セクション2（北西より）



図版12

B区背面盛土セクション3（西より）

B区背面石積み検出状態（西より）



図版13

B区盛土磁器碗（35）出土状態

B区盛土陶器碗（34）出土状態

B区バンク4セクション（北より）B区バンク3セクション（北より）

B区バンク2セクション（北より）#۠όϯΫ�ηΫγϣϯʢΑΓʣ

B区盛土磁器碗（32）出土状態

#۠�ʵ2࣭ࢣثग़ঢ়ଶ



図版14

B区北端部木根出土状態（西より） #۠෦࠷ऴ໘裏込め石出土状態（南西より）

B区築石・裏込め・瓦出土状態3（西より）B区築石・裏込め・瓦出土状態2（西より）

#۠ஙੴɾཪࠐΊɾנग़ঢ়ଶ�ʢΑΓʣB区裏込め内軒丸瓦（64）出土状態

B区裏込め内軒丸瓦（53）出土状態2#۠ཪࠐΊ（53）נؙݢग़ঢ়ଶ�



図版15

උܭըਪਐҕһձʢੴ֞෦ձʣ

B区ஙੴʢׂΕੴʣͷঢ়ଶB区築石の取り外し

B区解体築石への番号付けB区コンクリート壁撤去後の石垣

B区墨付けと番号付けされた石垣B区石垣墨付け作業

B区͑߇ͷ͍ஙੴ



図版16

C区トレンチ8南壁セクション（北より）

C区トレンチ2陶器（11）出土状態C区トレンチ2北壁セクション（南より）

$۠τϨϯν�นηΫγϣϯʢೆΑΓʣ

"۠ਫ࿏ઃஔൣғίϯΫϦʔτग़ঢ়ଶ

"۠τϨϯν۷ঢ়ଶʢೆΑΓʣ

$۠τϨϯν۷ঢ়ଶʢΑΓʣ

"۠ਫ࿏ઃஔൣғ۷ঢ়ଶʢೆΑΓʣ



図版17

C区水路設置範囲東壁セクション2（西より）

C区水路設置範囲掘削状態2（北西より）C区水路設置範囲掘削状態1（北より）

C区トレンチ10瓦・陶磁器出土状態C区トレンチ10北壁セクション（南より）

C区トレンチ7掘削状態（東より）C区トレンチ9南壁セクション（北より）

C区水路設置範囲東壁セクション1（南西より）



図版18

石垣崩壊箇所積み直し状態（南西より）
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図版19

高知公園西ノ丸西側石垣改修工事竣工（南西より）

高知公園西ノ丸西側石垣改修工事竣工（A・B区）（南より）



図版20

搦手門石垣と西ノ丸西側石垣（北西より）

高知公園西ノ丸西側石垣改修工事竣工（C・D区）（南東より）



図版21
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図版22
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図版23

#۠ɹಃ࣓ثʢɾുɾ߳ʣɼ備前焼（壺・甕），࣭נثʢᖾʣ
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図版24
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図版25

B区　備前焼（擂鉢），土師質土器（釜・甕又は壺・焜炉か）
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図版26
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図版27

"۠ɾ#۠ɹנؙݢɼݢฏנຢנࢅݢ

�2 ��

2 ��

��2�

�� ��



図版28
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根石確認ライン

最終積み上げライン

築石交換（破石あるいは控えが極端に短く積みに適さないもの）
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コンクリート壁下石垣（1段目）

3.0m

H=4.0m

3.0m

H=4.0m

S

N

0
落とし口

10m 20m 30m

30m 40m 50m 60m

排水溝

排水溝

コンクリート壁下石垣（2段目）平面図（S=1:80）

コンクリート壁下石垣（3段目）平面図（S=1:80）

築石根石平面図（S=1:80）

西ノ丸西側石垣立面図（S=1:40）

付図1　　高知城西ノ丸西側石垣　石垣立面図（S=1:40） ・ 平面図（S=1:80）
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