


 

 

奈 良 市 教 育 委 員 会 が 、平 城 京 跡 の 発 掘 調 査 を 開 始 し た の は 1 9 7 9 年 で す 。そ れ か

ら 4 0 年 が 経 過 し 、 実 に 多 く の 平 城 京 に 関 係 す る 考 古 資 料 を 蓄 積 し て き ま し た 。  

各 年 の 調 査 成 果 は 、 こ れ ま で に 実 施 し て き た 特 別 展 や 速 報 展 、 常 設 展 な ど で 公

開 し て い ま す 。 各 展 示 で は 、 様 々 な 観 点 か ら 考 古 資 料 を み る こ と に よ り 、 学 校 の

教 科 書 だ け で は 知 る こ と の で き な い 当 時 の 文 化 や 人 々 の 暮 ら し ぶ り な ど を 、 身 近

に 感 じ な が ら 歴 史 を 学 ん で 貰 う こ と に 主 眼 を お い て い ま す 。  

令 和 元 年 の 特 別 展 は 、 奈 良 市 と 奈 良 大 学 の 包 括 連 携 協 定 に 基 づ き 、 奈 良 大 学 の

共 催 を 得 て 開 催 す る も の で す 。  

平 城 京 の 東 市 ・ 西 市 な ど で 売 ら れ て い た 品 物 に 注 目 す る こ と に よ っ て 、 平 城 京

に 成 立 し 発 展 す る 巨 大 都 市 市 場 や 、 そ れ を 足 場 と し て 大 き く 成 長 を 遂 げ た 商 工 業

活 動 に つ い て 取 り 上 げ て い き ま す 。  

発 掘 調 査 で 発 見 さ れ た 遺 構
い こ う

や 土 器 ・ 土 製 品 な ど の 出 土 品 、 研 究 成 果 を ご 覧 頂 く

こ と に よ り 、 日 本 の 資 本 主 義 的 な 商 売 の 起 源 は 平 城 京 か ら で あ り 、 経 済 的 に も 平

城 京 は 巨 大 な 消 費 都 市 と し て 栄 え て い た こ と を 考 え て 頂 く き っ か け と な れ ば 幸 い

で す 。  

最 後 に な り ま し た が 、 本 展 示 の 開 催 に あ た り 、 ご 高 配 、 ご 協 力 を 賜 り ま し た 関

係 者 の 皆 さ ま に 、 厚 く お 礼 を 申 し 上 げ ま す 。  

奈 良 市 教 育 委 員 会  

教 育 長  中 室  雄 俊  

 

 

 

 

「 奈 良 の 京 ﾐﾔ ｺの 西 辺 ﾎﾄ ﾘ」。 学 歌 冒 頭 に こ の よ う に 謳 う 奈 良 大 学 は 、 奈 良 の 都

「 平 城 京 」 の 西 に 1 96 9 年 創 立 さ れ 、 今 年 で 50 周 年 を 迎 え ま す 。 こ の 間 、 キ ャ ン

パ ス は 現 在 の 平 城 山 の 地 に 移 転 し ま し た が 、 古 代 の 文 化 が 花 ひ ら い た 平 城 京 は 、

本 学 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ ー の 源 泉 と も い え ま す 。  

こ れ ま で 、 広 大 な 平 城 京 の 各 所 で は 数 多 く の 発 掘 調 査 が 行 わ れ 、 膨 大 な 成 果 が

得 ら れ て い ま す 。 そ の 多 く を 担 っ て き た 奈 良 市 教 育 委 員 会 で は 、 平 城 京 発 掘 調 査

4 0 周 年 を 記 念 し て 、こ の た び 特 別 展「 平 城 京 の 市 と 商 売 」を 企 画 さ れ ま し た 。奈

良 大 学 は 、県 内 の 自 治 体 と の 連 携 を 進 め て い る と こ ろ で す が 、奈 良 市 と は 平 成 1 6

年 の 協 定 に 始 ま り 、 本 年 2 月 、 内 容 を 拡 充 し た 包 括 連 携 協 定 を 締 結 し 、 い っ そ う

の 推 進 を 図 る こ と と な り ま し た 。 本 学 が こ の 特 別 展 を 共 催 し 、 本 学 博 物 館 で も 展

示 を 行 う こ と と な り ま し た の も 、 こ う し た 長 年 の 協 力 関 係 に よ る も の で す 。 今 年

は 大 学 創 立 50 周 年 と と も に 、 文 化 財 学 科 創 設 4 0 周 年 に も あ た っ て お り 、 こ の 奈

良 市 と の 連 携 事 業 は ま こ と に 意 義 深 い も の と い え ま す 。  

奈 良 大 学 は 歴 史 ・ 文 化 財 の 分 野 に 大 き な 実 績 が あ り 、 全 国 各 地 の 自 治 体 ・ 博 物

館 等 で 多 く の 卒 業 生 が 専 門 職 と し て 活 躍 し て い ま す 。 文 化 財 教 育 に お い て も 奈 良

市 と の 協 定 の も と 、 授 業 の 講 師 派 遣 や 土 器 等 の 資 料 貸 与 を お 願 い し 、 授 業 以 外 の

発 掘 現 場 な ど で も ご 指 導 を い た だ い て お り ま す 。 あ ら た め て 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

最 後 に な り ま し た が 、 こ の た び の 展 示 に ご 協 力 い た だ き ま し た 関 係 機 関 、 関 係

者 の み な さ ま に 心 よ り お 礼 申 し 上 げ ま す 。  

奈 良 大 学 博 物 館  

館 長  坂 井  秀 弥  

開催にあたって  

ご挨拶  
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プロロ ー グ   

貨 幣 経 済 の は じ ま り  

 

 

 

 和 銅 元 年 （ 7 0 8）、 日 本 の 流 通 銭 と し て 初 め て 和 同 開 珎
わ ど う か い ち ん

が 発 行 さ れ ま し た 。 古 代 の 日 本 で

は 、籾 が 穂 に つ い た ま ま の 稲（ 頴
え い

稲
と う

）・布・地 金 の 銀 な ど も 貨 幣 と し て 用 い ら れ た と 考 え ら

れ て い ま す が 、 平 城 京 で は 流 通 貨 幣 を 基 本 と し た 経 済 政 策 が は じ ま り ま し た 。   

 

    貨幣経済のはじまり  

 

役 人 の 給 料 は 現 物 支 給  

奈 良 時 代 に は ３ 種 類 の お 金 が 発 行 さ れ ま し

た が 、 役 人 の 給 料 は 調
ちょう

* 1 と し て 貢 納 さ れ た 布 ・

米 な ど の 品 物 で 支 給 さ れ る こ と が 多 く 、 お 金 で

支 払 わ れ た の は わ ず か で し た 。 一 方 、 国 が 雇 っ

た 労 働 者 （ 雇 役
こ え き

） は 、 お 金 で 支 払 わ れ た 率 が 高

か っ た よ う で す 。平 城 京 で は 、国 営 の 市（ 東 市 ・

西 市 ） で お 金 を 払 っ て 物 を 買 う こ と が 原 則 だ っ

た た め 、 住 民 は 生 活 し て い く た め に は ど う し て

も お 金 が 必 要 で し た 。 そ の た め 、 市 で は 商 品 を

販 売 す る だ け で な く 、 品 物 を 買 い と る 機 能 も 備
そ な

え て い た と 考 え ら れ て い ま す 。 給 料 と し て 与 え

ら れ た 物 を 市 で 売 却 し て お 金 に 換 え て い た 様 子

が 思 い 浮 か び ま す 。  

「貢
こ う

納品
の う ひ ん

」と「商品」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ れ ら の 土 器 は 、 平 城 宮 跡 と 平 城 京 跡 の 遺 跡 か ら 出 土 し た 土 師 器
は じ き

と 呼 ば れ る 焼 き 物 で す 。

両 者 は 良 く 似 て い ま す が 、こ れ ら の 土 器 が 作 ら れ た 歴 史 的 背 景 に は 大 き な 違 い が あ り ま す 。 

平 城 宮 内 の 官 で 消 費 す る 多 く の 物 資 は 「 貢 納 品 」 と し て 生 産 さ れ 、 各 地 か ら 運 ば れ て き

ま し た 。 一 方 、 平 城 京 に 住 む 貴 族 や 役 人 等 の 都 市 民 は 、 お 金 を 払 っ て 必 要 な 物 を 購 入 し な

け れ ば な ら な い の で 、 多 く の 物 は 「 商 品 」 と し て 作 ら れ 、 市 に 運 ば れ て き ま し た 。  

「 貢 納 品 」 と 「 商 品 」 の 違 い こ そ あ り ま す が 、 ご 覧 の よ う に 、 土 器 の 品 質 に 大 き な 違 い  

が 無 い こ と が わ か り ま す 。 こ の こ と は 何 を 意 味 す る の で し ょ う か 。  

貨 幣
か へ い

経 済 政 策 に よ っ て 、 当 時 の 人 々 に 与 え た 影 響 や 物 の 変 化 、 経 済 活 動 の 様 子 を 大 量 の

出 土 品 を も と に み て い く こ と に し ま し ょ う 。  

イメー ジ  

図 2  平 城 宮 北 外 郭 官 衙 Ｓ Ｋ 2 1 9 出 土 土 師 器    図 ３  平 城 京 左 京 五 条 一 坊 十 六 坪 他 出 土 土 師 器    

貢納品と商品  

図 1  平 城 京 出 土 銭 貨  
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◆ 例 言 ◆  

 

１  本 書 は 、奈 良 市 と 奈 良 大 学 の 包 括 連 携 協 定 に 基 づ き 、奈 良 市 教 育 委 員 会 が 主 体 と な り 、奈 良 大 学 と  

の 共 催 で 行 う 特 別 展 『 平 城 京 の 市 と 商 売 』 の 展 示 パ ン フ レ ッ ト で あ る 。  

２  特 別 展 は 、 以 下 の 場 所 で ２ 回 開 催 す る 。  

 

① 奈 良 市 埋 蔵 文 化 財 調 査 セ ン タ ー 展 示 室  2 0 1 9 年 ８ 月 １ 日 （ 木 ） ～ 1 0 月 1 1 日 （ 金 ）  

② 奈 良 大 学 博 物 館  2 0 1 9 年 1 0 月 2 7 日 （ 日 ） ～ 1 2 月 2 1 日 （ 土 ）  

 

３  本 書 に 掲 載 し た 遺 物 番 号 は 、 展 示 品 番 号 に 一 致 す る 。  

４  文 章 中 の 補 注 は ＊ 印 と 番 号 で 示 し 、 2 5・ 2 6 頁 に 解 説 を 付 し た 。  

５  ３ 頁 図 ２ -２ の 土 師 器 杯 ・ 皿 ・ 椀 、 ４ 頁 図 ６ -А ・ Ｂ 、 1 1 頁 図 1 9、 2 0 頁 図 ８ -А ・ Ｂ 、 2 3 頁 図 4 9 -

А の 写 真 は 、 奈 良 文 化 財 研 究 所 か ら 提 供 を 受 け た 。  

６  「 市 指 図 」 は 、 浄 土 宗 総 本 山 知 恩 院 の 協 力 を 得 て 掲 載 し た 。  

７  本 書 の 作 成 に あ た り 、奈 良 大 学 、奈 良 大 学 博 物 館 、知 恩 院 、 奈 良 文 化 財 研 究 所 、東 大 阪 市 教 育 委 員  

会 、 羽 曳 野 市 教 育 委 員 会 、 堺 市 教 育 委 員 会 の 各 機 関 と 、 奈 良 大 学 教 授 坂 井 秀 弥 ・ 教 授 小 山 田 宏 一 、 

奈 良 女 子 大 学 名 誉 教 授 舘 野 和 己 、元 京 都 市 埋 蔵 文 化 財 研 究 所 小 森 俊 寛 、奈 良 文 化 財 研 究 所 神 野 恵 ・ 

小 田 祐 樹 ・ 中 村 一 郎 、橿 原 考 古 学 研 究 所 木 村 理 恵 、東 大 阪 市 教 育 委 員 会 中 林 篤 史 、羽 曳 野 市 教 育 委  

員 会 井 原 稔 、堺 市 教 育 委 員 会 池 峯 龍 彦 、奈 良 大 学 院 生 (嘱 託 学 芸 員 )小 川 陽 子 ・ 坂 本 直 也 の 各 氏 に ご  

協 力 を 賜 っ た 。  

８  本 書 の 執 筆 は 、 ｢遺 跡 の 発 掘 調 査 と 奈 良 市 ・ 奈 良 大 文 化 財 学 科 の 4 0 年 ｣を 坂 井 秀 弥 が 、 そ の 他 は す

べ て 三 好 美 穂 が お こ な い 、 編 集 も 三 好 が お こ な っ た 。  
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◆ 平 城 京 で の 出 土 銭 貨  

 奈 良 時 代 に は 、 和 同 開 珎 ・ 萬 年 通 寶 ・

神 功 開 寶 の ３ 種 類 の お 金 が 作 ら れ 、 平 城

京 か ら は 多 量 の 銭 貨 が 出 土 し て い ま す 。  

 下 図 は 、 奈 良 市 教 育 委 員 会 が 実 施 し た

調 査 で 出 土 し た 奈 良 時 代 の お 金 の 出 土 分

布 と 出 土 率 * 4 を 各 坪 ご と に 示 し た も の で

す 。 五 条 大 路 以 北 に 分 布 す る 傾 向 が あ り

ま す が 、 東 市 跡 推 定 地 内 を 南 北 に 流 れ る

東 堀 河 内 か ら 集 中 し て 出 土 す る 点 は 非 常

に 興 味 深 い こ と で す 。  

こ う し た お 金 の 出 土 状 況 は 、通 貨 に よ

っ て 成 り 立 つ 貨 幣 経 済 の 世 で あ っ た こ と

を 物 語 っ て い る と い え ま す 。  

 

 

  

 

 

 

 

 

お 金 の 価 値  

奈 良 時 代 の 初 め 頃 は 、 平 城 京 の 土 木 ・ 建 設 工 事 現 場 の 労 働 者 賃 金 は 、 和 同 開 珎 １ 枚 （ 一 文 ）

で し た が 、 萬 年 通 寶 や 神 功 開 寶 は 和 同 開 珎 の 十 倍 の 価 値 を も た せ て 発 行 さ れ ま し た 。  

 

図 7  平 城 京 出 土 銭 貨  

 

８  神
じ ん

功
ぐ う

開
か い

寶
ほ う

（ 初 鋳 7 6 5 年 ） 

図 ８  出 土 銭 貨 の 分 布 と 出 土 率  

７  萬
ま ん

年 通
ね ん つ う

寶
ほ う

（ 初 鋳 7 6 0 年 ） 

６  和 同 開 珎
わ ど う か い ち ん

（ 初 鋳 7 0 8 年 ） 

 

 

 

 

 

◆ 平 城 京 東 市 ・ 西 市  

平 城 京 に は 、 二 つ の 市 が 置 か れ て い

ま し た 。東 市 ・ 西 市 と も に 、場 所 を 特

定 す る こ と が で き て い ま せ ん が 、物 資

を 運 ぶ た め の 堀 河
ほ り か わ

と の 位 置 関 係 や 古

文 書 の 記 載 か ら 、東 市 は 左 京 八 条 三 坊

五 ・ 六 ・ 十 一 ・ 十 二 坪 、西 市 は 右 京 八

条 二 坊 五 ・ 六 ・ 十 一 ・ 十 二 坪 に あ り 、

い ず れ も 四 町 分（ 約 ７ 万 ㎡・甲 子 園 球

場 ２ 個 分 弱 ）の 広 さ が あ っ た と 推 測 さ

れ て い ま す 。    

市 は 、 市 司
いちつかさ

と 呼 ば れ る 役 所 が 管 理 し

て お り 、 市 の 開 閉 ・ 商 品 の 管 理 な ど の

役 割 を 担 っ て い ま し た 。  

肆
いちくら

（ 店 の こ と ）ご と に 、商 品 名 を 書

い た 札 を 立 て さ せ 、 時 価 を 外 れ る 取 引

や 盗 難 品 な ど の 不 正 品 が な い か 厳 し く

取 締 ま っ て い ま し た 。                      

 ま た 、東 市 の 西 辺 に は 相 模 国 調
さがみのくにのちょう

邸
て い

* 2、

左 京 五 条 四 坊 八 ・ 九 坪 に は 播 磨
は り ま

国 の 調

邸 * 3 が 置 か れ た り 、 長 屋 王 が 「 西 店 」

と 呼 ば れ る 店 を 経 営 し た り 、 ふ り 売 り

の 活 発 化 な ど を 含 め て 、 奈 良 時 代 の 早

い 段 階 か ら 東 ・ 西 市 以 外 で の 商 業 活 動

も 発 展 し て い た よ う で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 市とお金 

図 4  平 城 京 条 坊 復 原 図  

奈 良 時 代 の 写 経 所 関 係 文 書 の 裏 に 描 か れ た 市

の 図 が 知 恩 院 に 残 さ れ て い ま す 。６ 箇 所 の 枡 目 に

「 市 」の 字 が 書 か れ て お り 、そ の う ち ２ 箇 所 は 抹

消 さ れ て い ま す 。 東 西 ど ち ら の 市 か 不 明 で す が 、

４ 町 分 の 広 さ が あ っ た こ と が わ か る 史 料 で す 。  

西

市

交

易

銭  

東

□

交

易

銭  

計  

絁  

廛

人  

服

部  

図 6  交 易 銭 木 簡  

写  真：銭 に よ る 交 易 が 行 わ れ て い  

А ・ Ｂ  た こ と を 示 す 木 簡  

写 真 Ｂ ： 絁 廛 （ あ し ぎ ぬ の い ち く ら ）  

А  図 5  市 指 図  Ｂ  
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0 １km

１：西大寺　２：西隆寺　３：喜光寺　４：唐招提寺　５：薬師寺

６：殖槻寺　７：観世音寺　８：法華寺　９：海竜王寺　10：阿弥陀浄土院

11：長屋王邸　12：田村第　13：東大寺　14：興福寺 15：元興寺　16：葛木寺

17：佐伯院　18：紀寺　19：大安寺　20：姫寺　21：穂積寺　22：服寺

邸

長屋
王

※出土率は、和同開珎・萬年通寶・神功開寶の合計

点数で示した。

※長屋王邸・西市の出土点数は、奈良文化財研究所

及び大和郡山市教委の調査成果を参考にした。

4 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 城 京 の 堀 河  

平 城 京 に は 、 物 資 を 運 ぶ た め に 、 人 工 の 河 川 で あ る 東 堀 河
ひ が し ほ り か わ

と 西 堀 河
に し ほ り か わ

が あ り ま し た 。 東 堀

河 は 、 左 京 二 条 付 近 を 流 れ る 佐 保 川 か ら は じ ま り 、 そ の ま ま 南 へ ま っ す ぐ 延 び て 東 市 が 置

か れ て い た と さ れ る 左 京 八 条 三 坊 内 を 貫 流 し 、 そ  

の ま ま 平 城 京 外 へ と 続 い て い た こ と が 発 掘 調 査 で  

明 ら か に な っ て い ま す 。 西 堀 河 は 現 在 の 秋 篠 川 だ  

と さ れ て い ま す 。  

 東 市 跡 推 定 地 内 で の 発 掘 調 査 で は 、 東 堀 河 に 架  

か る 橋 の 橋 脚 が 発 見 さ れ て お り 、 こ の 橋 脚 周 辺 か  

ら 大 量 の 土 器 や お 金 な ど が 出 土 し ま し た 。 遺 物 の  

出 土 状 況 や 出 土 量 の 多 さ か ら み て も 、 こ の 地 に 東  

市 が 置 か れ て い た 可 能 性 は 非 常 に 高 い と 考 え ら れ  

ま す 。  

 
 

 

荷 揚 げ の 際 は 要 注 意 !! 
 

 

こ の 須 恵 器 小 壷 は 、 東 堀 河 に 架 か る 橋  

の 下 か ら 集 中 し て 出 土 し ま し た 。  

舟 で 運 ん で き た 商 品 を 荷 揚 げ す る 際 に 、  

あ や ま っ て 落 と し て し ま っ た の か も し れ  

ま せ ん 。  

容 器 と し て 販 売 す る の で あ れ ば 、 拾 い  

あ げ て 洗 浄 し て か ら 知 ら ぬ 顔 で 店 頭 に 並  

べ る こ と も 可 能 で し ょ う が 、 酒 や 薬 ・ 調  

味 料 な ど の 液 体 が 入 っ て い た の で あ れ ば 、  

  全 部 台 無 し に な っ た こ と で し ょ う 。  
 

 

 

図 1 2  須 恵 器 小 壷  

図 1 1 東 堀 河 に 架 る 橋 脚   

   

図 1 0 東 市 の 中 を 貫   

流 す る 東 堀 河  

 （ 平 城 京 復 原 模 型 ） 

 

東

堀

河  九 条 大 路  

東 市  

1 6  

平 城 京 復 原 模 型  

Ⅱ お金で物を買うことをおぼえた 
 京の住民  

 

官 人 の 給 料  

 官 人 の 給 料 は 、位 階 と 官 職 * 5 に よ っ て 決

ま っ て い ま し た 。 ど の 程 度 の 給 料 を 貰 っ て

い た の か 、 養 老 令 の 関 係 条 文 に よ っ て 整 理

さ れ た 表 １ * 6 を 参 考 に み て み ま し ょ う 。  

 奈 良 時 代 の 給 料 の 特 徴 は 、 現 物 支 給 で あ

る 点 と 、 位 階 の 格 差 に よ り 給 料 差 が あ ま り

に も 大 き い こ と が わ か り ま す 。 ま た 、 太 政

大 臣 、 左 ・ 右 大 臣 、 大 納 言 、 太 宰 帥 は 、 別

に 職
し き

田
で ん

・ 職 封
し き ふ う

・ 職 分 資 人
し ょ く ぶ ん し じ ん

* 7 が 支 給 さ れ て い

た と の こ と で す 。  

親 王 や 貴 族 た ち が 優 雅 な 生 活 を し て い た

の に 比 べ 、 下 級 役 人 た ち の 暮 ら し が 苦 し か

っ た こ と が 良 く わ か り ま す 。  

官 人 た ち の 給 料 を 現 在 の お 金 に 換 算 す る

の は 非 常 に 難 し い で す が 、 近 年 の 研 究 か ら  

正 二 位 ： 約 ５ 億 ８ 千 万 円 以 上  

従 五 位 ： 約 8 3 0 万 円  

大 初 位 ： 約 2 1 万 円  

と い う 金 額 が は じ き だ さ れ て い ま す 。 * 8  

 当 時 は 、 従 五 位 以 上 が 貴 族 と さ れ て い ま

す が 、 下 級 役 人 を 始 め と す る 庶 民 た ち は 到

底 給 料 だ け で は 暮 ら し て い け な か っ た と 思

わ れ ま す 。 生 き 延 び る た め に は 、 家 族 一 丸

と な っ て 、 公 共 事 業 の 土 木 工 事 の ア ル バ イ

ト や 副 業 を せ ざ る 得 な い 状 況 だ っ た の で は

な い で し ょ う か 。  

商 品 の 価 値 を は か る 道 具  

市 で 販 売 し て い る 商 品 の 値 段 は 、 生 産 に か か る 労 働 量 と 費 用 に よ り 価 格 （ 估 価
こ か

） が つ け

ら れ て い ま し た 。 上 中 下 の 三 等 の う ち 、 中 估 価 が 基 準 な っ て い た よ う で す 。  

平 城 京 か ら は 、 布 な ど の 長 さ を 測 る 物 差 し 、 液 体 な ど の 容 量 を 計 る 枡
ま す

、 重 さ を 計 る た め

の 錘
おもり

な ど も 出 土 し て お り 、 商 品 の 量 り 売 り な ど に 利 用 さ れ た と 思 わ れ ま す 。  

 

 

  

                                                                    

 

 

 

表 １  給 与 表  

図 ９  錘 ・ 物 差 し ・ 枡  

９  

1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

（町） （戸） （人）

太政大臣 40 3,000 300
左右大臣 30 2,000 200
大納言 20 800 100
太宰帥 10 ― ―

官職 職田 職封

職分
資人

絁 綿 布 庸布 絁 綿 布 鍬
（町） （戸） （端）（常）（疋）（屯）（端）（口）

一品 80 800 30 30 100 140 100
二品 60 600 20 20 60 100 80
三品 50 400 14 14 42 80 60
四品 40 300 8 8 22 30 40

正一位 80 300 30 30 100 140 100
（600）

従一位 74 260 30 30 100 140 100
（500）

正二位 60 200 20 20 60 140 100
（350）

従二位 54 170 20 20 60 100 80
（300）

正三位 40 130 14 14 42 80 60
（250）

従三位 34 100 12 12 36 60 60
（200）

正四位 24 （100） 10 10 50 360 8 8 22 30 40
従四位 20 （80） 8 8 43 300 7 7 18 30 35
正五位 12 6 6 36 240 5 5 12 20 25
従五位 8 4 4 29 180 4 4 12 20 20
正六位 3 3 5 15
従六位 3 3 4 15
正七位 2 2 4 15
従七位 2 2 4 15
正八位 1 1 3 15
従八位 1 1 3 10
大初位 1 1 3 10
少初位 1 1 3 5

位禄 季禄
位階 位田 位封

位
分
資
人
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平 城 京 か ら 出 土 す る 様 々 な 遺 物  

都 人 が 暮 ら す 平 城 京 か ら は 、 様 々 な 遺 物 が 出 土 し ま す 。 土 器 や 木 製 品 な ど 日 常  

生 活 を 営 む た め に 必 要 な 道 具 類 や 、 病 や 災 い を 払 う た め の 人 形
ひ と が た

や 墨 書
ぼ く し ょ

人
じ ん

面
め ん

土 器
ど き

、  

土
ど

馬
ば

な ど の 祭 祀 具 が 大 量 に 出 土 す る の も 都 の 特 徴 で す 。  

こ れ ら の 遺 物 は 、 調 庸 物 と し て 運 ば れ た も の で は な く 、 大 半 は お 金 を 払 っ て 市  

で 購 入 し て き た と 考 え ら れ ま す 。 市 で は 、 延 喜 式 や 正 倉 院 文 書 に 見 え る 物 品 よ り  

も 多 く の 商 品 を 扱 っ て い た こ と が 出 土 品 か ら 理 解 で き ま す 。  

市 で は 、 身 分 に 関 係 な く 、 お 金 さ え 払 え ば 誰 で も 買 物 が で き る 現 代 社 会 に 通 じ  

る シ ス テ ム が 既 に 成 立 し て い ま し た 。  

 

 

 
図 1 3  様 々 な 遺 物  

2 1  

3 3  3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商 品 リ ス ト  

平 城 京 の 市 で は ど の よ う な 品 物 が 売 ら れ て い た の で し ょ う か 。  

正 倉 院 に 残 る 文 書 と 平 安 時 代 に 書 か れ た 延 喜 式 を 手 が か り に し て 見 て

み ま し ょ う 。 * 9  

正 倉 院 文 書 * 1 0 に は 、 奈 良 時 代 に 平 城 京 東 ・ 西 市 で 購 入 し た 品 物 と 数 量

が 記 さ れ て い ま す 。  

材 質 ご と に み る と 、繊 維 製 品・手 工 業 製 品・食 料 品・そ の 他 の 製 品 が あ

り 、絹 や 紙 な ど の 高 級 品 か ら 日 常 生 活 用 品 ま で の 様 々 な 商 品 が 売 ら れ て い

た こ と が わ か り ま す 。  

表 ２  正 倉 院 文 書 に 書 か れ た 品 物  表 ３  延 喜 式 に み え る 東 市 ・ 西 市 の 鄽 名  

 延 喜 式 * 1 1 に 書 か れ た 品 物 は 、 平 安 京

の 市 で 売 ら れ て い た と 考 え ら れ て い ま

す 。 平 城 京 の 市 と 同 じ よ う な 品 物 が 売 ら

れ て い た こ と が わ か り ま す 。  
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 市 で は 土 器 も 売 ら れ て い ま す 。 正 倉 院 文 書 に 残 る 土 器

の 値 段 は 、 形 が 同 じ 器 は 、 土 師 器
は じ き

も 須
す

恵 器
え き

も 等 価 で す が 、

大 き い も の や 蓋
ふ た

付 の 器 は 高 価 で し た 。  

ま た 、平 城 京 左 京 の 二 条 大 路 路 面 の 南 肩 で 発 見 さ れ た 溝 状 土 坑 Ｓ Ｄ 5 1 0 0 出 土 木 簡
も っ か ん

（ 二 条

大 路 木 簡 ）の 中 に 土 器 の 値 段 が 記 さ れ た 木 簡（ 図 2 0）が あ り ま す 。正 倉 院 文 書 と 木 簡 の 値

段 で は 、 価 格 差 が あ る こ と が わ か り ま す 。 市 で の 公 定 価 格 は 、 た て ま え で は 品 物 に か か る

製 作 費 用 （ 時 価 ） に よ る 取 引 が 基 本 と さ れ て い ま す が 、 実 際 は 値 引 き が あ っ た と 考 え ら れ

て い ま す 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ４  陶 器 （ 須 恵 器 ）・ 土 師 器 の 値 段  

― 土 師 器 生 産 は 低 コ ス ト ―  

土 師 器 は 粘 土 さ え あ れ ば Ｏ Ｋ ♪  

野 原 で 焼 け る の で 、 須 恵 器 の よ う に 専 用 の 窯 を 作  

ら ず に 済 み ま す 。 人 件 費 ・ 製 作 費 を 大 幅 カ ッ ト ！  

 

― 須 恵 器 生 産 は 重 労 働 ・ 高 い コ ス ト ―  

須 恵 器 は 、 ロ ク ロ を 使 っ て 作 り ま す 。 固 く て 丈 夫
な 器 を 作 る に は 、 専 用 の 窯 を 構 築 し 、 高 い 温 度 で
数 日 か け て 焼 く た め 大 量 の 燃 料 と 労 働 力 が 必 要 で
す 。 燃 料 の 木 が 無 く な る と 、 別 の 場 所 に 移 動 し な
け れ ば な り ま せ ん で し た 。  

 

図 1 9  Ｓ Ｄ 5 1 0 0 出 土 木 簡  

8 3  8 6  

表 ５  Ｓ Ｄ 5 1 0 0 出 土 木 簡 に 書 か れ た 土 器 の 値 段  

図 1 8  史 料 に み え る 土 器 名 称 と 形  

 

 

 

土 師 器 と 須 恵 器 と で は 、 製 作 費 用 が

大 き く 異 な る に も 関 わ ら ず 、 商 品 価 値

が 同 じ と い う の は 不 思 議 で す 。 同 じ 値

段 で あ れ ば 、 強 く て 丈 夫 な 須 恵 器 を 選

ん だ 方 が お 買 い 得 で す が 、 実 際 は 、 京

内 で 出 土 す る 土 器 は 、 相 対 的 に 土 師 器

の 方 が 多 い の が 特 徴 で す 。 商 人 と 消 費

者 の 間 に 巧 み な や り と り が あ っ た の か

も し れ ま せ ん 。  

 

こ こ が 重 要 ！  

図 1 8  史 料 に み え る 土 器 名 称 と 形  

 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 5  須 恵 器 長 頸 壺  

6 2  

図 1 4  墨 書 土 器  

6 8  

図 1 7  紙  図 1 7  紙  

 こ れ は 漆 紙
うるしがみ

文 書
も ん じ ょ

と 呼

ば れ る 文 字 が 書 か れ た

紙 の 断 片 で す 。  

 漆 液 の 乾 燥 を 防 ぐ た

め に 、 不 要 に な っ た 紙

（ 反 故 紙
ほ ご し

）を 蓋 紙 と し て

再 利 用 さ れ た も の で す 。 

  

図 1 6  種  図 1 5  須 恵 器 長 頸 壷  

こ の 頸 の 長 い 壷 は 、駿 河 地 域 で 作 ら れ た

須 恵 器 で す 。鰹 出 汁 な ど の 調 味 料 の 容 器 と

し て 都 に 運 ば れ た と 考 え ら れ て い ま す 。  

71 「澤蘭膏（さわらんこう）」*13

68 「鯛」 69 「麦埦」

70 「醤（ひしお）」*12

79

80

数量 価格 数量 価格

埦形 ５０口 25文 　0.5文

片盤 １００口 50文

片坫 ５０口 20文

大盤 １０口 27文

高杯 １０口 27文

足附大埦 １０口 28文

大埦 ４口 12文 ３文

洗盤 ２ 11文 5.5文
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　0.5文
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84
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品 質 差 か ら 読 み 取 る  

い つ の 時 代 で も 、 手 づ く り 製 品 に 品 質 幅 が 生 じ る の

は ご く 普 通 に 見 ら れ る こ と で す が 、 商 品 と し て 販 売 す

る た め に は 品 質 が 良 い 物 で な け れ ば 、 正 規 の 値 段 で 購

入 す る 人 は い ま せ ん 。 し か し 、 不 良 品 で あ っ て も 値 段

が 安 け れ ば 買 っ て く れ る 客 層 が 広 が る 可 能 性 が あ り ま  

す 。 商 人 た ち は 、 役 人 の 目 を 盗 ん で た く み に 粗 悪 品 を

売 り さ ば い て い た の で は な い で し ょ う か 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 で は 、商 品 の 公 定 価 格 が 決 め

ら れ て い た こ と に な っ て い ま す

が 、実 際 は 庶 民 の 財 布 に 応 じ た 商

売 が 始 ま っ て い た の か も し れ ま

せ ん 。  

 

こ こ が 重 要 ！  

9 0  

 

 

 

 

  

 平 城 京 跡 か ら 出 土 し た 遺 物 に は 、同 じ 品 物 で も 出 来 の 良 し 悪 し が あ り ま す 。遠 目 か ら は

美 し く 見 え る 須 恵 器 壷 で も 、 よ く み る と 口 の 部 分 が ゆ が ん で い た り 、 窯
か ま

の 中 で 焼 い て い る

時 に ヒ ビ が 入 り 隙 間 が あ い た ま ま の 硯 な ど が 出 土 し ま す が 、 平 城 京 の 住 人 は 、 品 質 が 悪 い

物 で も 使 っ て い ま し た 。  

 し か し 、 市 で は 粗 悪 品 を 売 っ て は い け な い と い う 決 ま り * 1 4 が あ り 、 市 司
いちつかさ

と 呼 ば れ る 役

人 が 取 り 仕 切 っ て い ま し た 。 そ れ に も か か わ ら ず 、 京 内 で は 多 く の 粗 悪 品 が 流 通 し て い ま

す 。 な ぜ で し ょ う か 。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 品質の差 
 

下

物 

⇒ Ｏ Ｋ ？ そ れ と も Ｎ Ｇ ？  

図 2 0  圏 足 円 面 硯  

8 8  

接 合 部 が ハ ズ れ て 隙

間 が で き て し ま っ た

硯  

下物 中物 上物

図 20　圏足円面硯

図 22　蹄脚円面硯
⇒ＯＫ？ＮＧ？

88

90

上

物

下

物

図 21　平城京の土器群　89

1312



 

 

都 城 形
と じ ょ う が た

土 師 器
は じ き

の 生 産 地  

都 城 形 土 師 器 の 生 産 地 の 候 補 と し て 、 平 城 京  

近 郊 の 南 山 城
み な み や ま し ろ

地 域 、 南
みなみ

大 和
や ま と

地 域 、 中 河 内
な か か わ ち

地 域 、  

南 河 内
み な み か わ ち

地 域 、 和 泉
い ず み

地 域 を あ げ る こ と が で き ま す 。   

都 城 形 土 師 器 は 、 作 ら れ た 場 所 に よ り 、 製 作  

時 の 微 妙 な ク セ が あ り ま す が 、 い ず れ も 口 縁 端  

部 が 内 側 に 肥 厚 す る 共 通 点 を も っ て い ま す 。  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 5  都 城 形 土 師 器 生 産 地 の 候 補  

生 産 地 が 違 う の に 、 同 じ 形 ？  
 

都 城 形 土 師 器 を 作 れ ば 、「 都 で 売 れ

る ！ 」 と い う 感 覚 が 工 人 や 商 人 に 芽

生 え た 可 能 性 が あ り ま す 。  

口 縁 部 が 内 側 に 肥 厚 す る こ の 独 特

な 形 は 、 都 城 ブ ラ ン ド と し て の 「 商

標 」と な っ て い た の か も し れ ま せ ん 。 

土 師 器 生 産 地 は 、 平 城 京 近 郊 で は

未 だ 発 見 さ れ て い ま せ ん が 、 山 城 南

辺 部 や 富 雄 川 沿 い 周 辺 で も 土 師 器 生

産 が 行 わ れ た 可 能 性 が あ り ま す 。  

図 2 7  平 城 京 出 土 都 城 形 土 師 器  

1 0 2  1 0 3  図 2 6  平 城 京 近 郊 の 都 城 形 土 師 器  

（ 9 7： 中 河 内 地 域 、 1 0 0・ 1 0 1： 南 河 内 地 域  

9 8・ 9 9： 和 泉 地 域 ）  

こ こ が 重 要 ！  

 

 

 

 

 

消 費 者 の ニ ー ズ  

 奈 良 時 代 の 後 半 以 降 に な る と 、 平 城 京 で は 人 口 が 増 加 す る と 言 わ れ て い ま す 。 住 民 の 他

に 、 多 く の 流 入 民 が 都 へ 入 っ て き た 結 果 と 考 え ら れ 、 市 場 は ま す ま す 活 発 に な っ て き た こ

と で し ょ う 。 人 口 増 加 に 伴 い 、 考 古 資 料 の 中 で も 特 に 土 器 ・ 土 製 品 に あ る 変 化 が 見 ら れ る

よ う に な り ま す 。 そ れ が 定 形 化 * 1 5 で す 。  

 

大 量 生 産 と 定 形 化  

平 城 京 内 で 出 土 す る 土 師 器 ・ 須 恵 器 は 、 平 城 宮 の 土 器 と

ほ ぼ 同 じ 形 を し て い ま す 。 特 に 土 師 器 の 食 器 は 、 細 部 の 形

ま で も 似 て い ま す 。 こ れ ら は 、 藤 原 京 か ら 始 ま り 、 長 岡 京

や 平 安 京 に 都 が 遷 っ た 後 も 、そ れ ぞ れ の 都 で 形 が 継 承 さ れ 、

作 り 続 け ら れ た 伝 統 的 な 器 で す 。 こ の 土 器 は 都 城 形
と じ ょ う が た

土 師 器
は じ き

* 1 6 と 呼 ば れ て い ま す 。  

 宮 で 使 わ れ た 土 器 と 同 じ 形 を 作 っ て 、 市 で 商 品 と し て 売

る さ ま は 、 現 代 風 に 表 現 す る と 「 宮 内 庁 御 用 達 品 」 と 同 様

の プ レ ミ ア ム 感 覚 で あ っ た 可 能 性 が あ り ま す 。  

地 方 の 役 所 な ど で も こ れ に 似 た 土 器 を 使 う な ど し て お り 、

全 国 を 一 世
い っ せ い

風 靡
ふ う び

し た 土 器 と 言 え る の で す 。  

 形 が 定 形 化 す る と い う こ と は 、 工 人 が 日 常 的 に 土 器 を 作  

り 続 け る 社 会 環 境 と な り 、 手 順 の 合 理 化 や 修 練 度 の 向 上 を 含 め た 製 作 技 術 が 高 ま っ た こ と

に よ る も の で す 。 つ ま り 消 費 者 の ニ ー ズ に 応 え ら れ る よ う に 、 手 工 業 レ ベ ル で す が 、 均 質

的 に み え る 商 品 の 大 量 生 産 が 始 ま っ た こ と を 意 味 し て い ま す 。  

 

定 形 化 す る 土 製 品  

 定 形 化 傾 向 は 、 土 器 だ け で は な く 、 ま じ な い の 道 具 と し

て 使 わ れ る 土 馬 な ど に も 見 ら れ ま す 。 土 馬 の 大 き さ は 大 小

バ ラ エ テ ィ ー に 富 ん で い ま す が 、 土 馬 の 容 姿 は ど れ も よ く

似 て お り 、そ の 共 通 性 か ら「 都 城 型 」と 呼 ば れ る ほ ど で す 。

形 に ブ レ が 少 な い と い う 点 か ら み て 、 都 城 型 土 馬 も 都 の ブ

ラ ン ド 商 品 と し て 売 ら れ て い た こ と が 想 像 で き ま す 。  

 こ の 他 、 ま じ な い の 道 具 の ひ と つ で あ る 墨 書 人 面 土 器 も

商 品 に な っ て い た 可 能 性 が あ り ま す 。 土 器 に は 怖 い 顔 や ひ

ょ う き ん な 顔 な ど が 描 か れ て い ま す が 、 よ く 見 る と 共 通 す

る 筆 使 い に よ っ て そ れ な り の 絵 に 仕 上 げ て い る も の が 多 い

こ と に 気 付 き ま す 。  

下 級 役 人 な ど の 庶 民 層 が 普 段 か ら 絵 を 書 く 機 会 は 少 な い

と 考 え ら れ る た め 、 金 を 払 っ て 顔 を 書 い て 貰 う 商 売 が あ っ

て も 不 思 議 で は あ り ま せ ん 。  

ま た 、 ま じ な い の 道 具 と 共 に 穢
け が

れ を 流 す 際 に は 祈 祷 な ど

が 行 わ れ 、 神 官 た ち も そ の 商 売 に ひ と 役 か っ て い た か も し

れ ま せ ん 。  

－ 資 本 主 義 の 芽 生 え －  

Ⅳ 商品の開発 
 

図 2 4  土 馬 ・ 墨 書 人 面 土 器  

図 2 3  都 城 形 土 師 器 実 測 図  
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手 工 業 生 産 の 道 具 と し て 発 展 す る 須 恵 器  

  

 土 師 器
は じ き

・ 須 恵 器
す え き

に は 、 食 器 （ 杯 ・ 皿 ・ 椀 ・ 高 杯 ）、 貯 蔵 具 （ 壷 ・  

鉢 ・ 甕
か め

）、 煮 炊 具 （ 甕 ・ 鍋
な べ

） と し て の 機 能 が あ り ま す 。  

須 恵 器 は 、 硬 質 な 焼 物 で あ る た め 火 に か け て 調 理 す る に は 不 向  

き で す が 、 物 や 液 体 を 貯 蔵 す る に は 重 宝 な も の で す 。  

 平 城 京 内 で は 、 色 々 な 形 の 須 恵 器 壷 や 甕 な ど が 多 く 出 土 す る こ  

と も 特 徴 の ひ と つ で す 。 同 じ 産 地 の 製 品 で も 口 縁 部 の 形 が 違 う も の が た く さ ん あ る た め 、

生 産 地 を 特 定 す る の が 非 常 に 難 し い で す 。 た だ 、 最 近 の 研 究 成 果 か ら 、 生 産 地 を 特 定 で き

る も の も わ か っ て き て い ま す 。  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
図 3 2  様 々 な 形 の 須 恵 器 甕 口 縁 部  

ＮＧ  

 

 

 

 

 

 平 城 京 で は 和 泉 国 に あ る 陶 邑
す え む ら

古 窯
こ よ う

址 群
し ぐ ん

 

か ら 運 ば れ た 須 恵 器 が 主 体 を 占 め て い ま  

し た 。 古 墳 時 代 か ら 生 産 が 開 始 さ れ た 窯  

跡 群 で 、 須 恵 器 生 産 で は 日 本 一 の 規 模 を  

も つ 遺 跡 で す 。 延 喜 式
え ん ぎ し き

に も 、 須 恵 器 の 貢
こ う

 

納
の う

国
こ く

と し て 記 載 さ れ て い ま す 。  

 こ の 他 に も 東 海 地 方 の 窯 で 焼 か れ た 須  

恵 器 も 一 定 量 出 土 し て お り 、「 美 濃 国
み の の く に

」    

の 刻 印 が あ る 須 恵 器 や 尾 張 国 の 猿 投
さ な げ

窯 か  

ら 運 ば れ た 土 器 群 も 出 土 し て い ま す 。 国   

名 を 土 器 に 刻 印
こ く い ん

す る あ た り は 、 あ た か も  

自 社 製 品 を 誇 示 す る た め の 登 録 商 標 の よ  

う に も 思 え ま す 。  

平 城 京 の 住 民 は 生 活 す る た め に 多 く の  

日 用 品 を 買 い 求 め な け れ ば な ら ず 、 土 師  

器 ・ 須 恵 器 生 産 者 が 競 合 す る 市 場
し じ ょ う

と し て  

平 城 京 の 街 全 体 が 成 長 し て い た こ と を う  

か が い 知 る こ と が で き る の で す 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競 合 す る 須 恵 器 生 産  

図 3 1  「 美 濃 国 」 の 刻 印 の あ る 須 恵 器  

 

1 2 0  

1 2 1  

図 2 8  奈 良 時 代 の 主 要 な 須 恵 生 産 地  

図 2 9  和 泉 国 で 生 産 さ れ た 須 恵 器  
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1 0 5  

1 0 6  

1 0 7  

1 0 8  

1 0 9  

1 1 0  
1 1 1  

1 1 2  

1 1 3  1 1 4  

図 3 0  尾 張 ・ 美 濃 国 で 生 産 さ れ た 須 恵 器  
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平 城 京 東 市 跡 推 定 地 を 南 北 に 貫 流 す る 東 堀 河
ひ が し ほ り か わ

か ら 出 土 し た 須 恵 器 甕 を 例 に と っ て 、 口 径

の 大 き さ 別 に 作 成 し た 表 * 2 0 を み て み ま し ょ う 。 資 料 数 1 2 1 個 体 の う ち 、 一 番 小 さ い 口 径

は 1 5. 0 ㎝ 、 最 大 が 6 7. 0 ㎝ ま で の 甕 が あ り 、 口 径 1 9. 0 ㎝ ～ 2 6 .0 ㎝ サ イ ズ の 甕 の 需 要 が 多

か っ た こ と が 読 み 取 れ 、 京 内 の 宅 地 内 で も よ く み か け ま す 。  

ま た 、 口 径 4 0 . 0 ㎝ 以 上 を 超 す 大 型 甕 も 一 定 量 出 土 し て い る こ と か ら 、 大 型 甕 の 需 要 が  

あ っ た こ と を 示 し て い ま す 。  

 口 径 4 0 ㎝ 以 上 の 大 型 の 須 恵 器 甕 は 、平 城 宮 や 京 内 の 各 地 点 か ら 出 土 し て お り 、全 体 の 傾

向 で は 、 平 底 の 須 恵 器 甕 が 多 い よ う

で す 。寺 院 で は 、西 大 寺 旧 境 内 で 6 0

㎝ 以 上 を 越 す も の が 食 堂
じ き ど う

推 定 地 か ら

出 土 し て い ま す 。平 城 宮 で は 、大 膳
だ い ぜ ん

職
し き

、

東 方 官 衙
と う ほ う か ん が

地 区 、 東 院 地 区 な ど か ら 多

く 出 土 し て い ま す 。 奈 良 時 代 末 頃 に

な る と 、 丸 底 で 口 縁 部 の 形 が 垂 下 す

る も の（ 図 3 2・ 33 - 13 3）が 増 え る 傾

向 に あ り ま す 。 大 型 甕 が 出 土 し て い

る 場 所 か ら は 、「 酒 」に 関 連 し た 墨 書

土 器 や 木 簡 な ど が 出 土 し て い る こ と

か ら 、 酒 作 り や 醤
ひしお

、 酢 な ど の 醸 造 用

の 甕 で あ っ た 蓋 然 性 が 高 く な っ て い

ま す 。 液 体 を 貯 蔵 す る 機 能 だ け で な

く 、 生 産 道 具 と し て 発 展 し た 焼 物 と

考 え る こ と が で き ま す 。  

平 底 甕 は 床 に お

い て 使 う タ イ プ の

も の で 、 丸 底 は 地

面 に 埋 め て 使 い ま

す 。  

 

図 3 2  東 堀 河 出 土 須 恵 器 甕 口 径 別 グ ラ フ  

図 3 7  須 恵 器 大 甕 の 出 土 地 点  

図 3 6  口 径 の 大 き さ に よ る 甕 の 比 較  

 

  

   

こ れ ら の 甕 は 、 口
こ う

縁 部
え ん ぶ

の 形 状 か ら 産 地 を 特 定 す る

こ と が で き ま す 。   

1 3 1 は 、口 縁 部 の 外 側 が 二 等 辺 三 角 形 状 で 、内 側 に

は 断 面 三 角 形 状 の 低 い 突 帯 が 一 条 め ぐ っ て い ま す 。

播 磨
は り ま

国 に あ る 白 沢
し ら さ わ

二 号 窯 * 1 7 の 甕 と 同 様 な 特 徴 を も

つ こ と か ら 、 播 磨 産 の 甕 で あ る と 考 え ら れ ま す 。  

1 3 3 は 、口 縁 端 部 の 外 側 が 垂 下
す い か

す る 独 特 な 形 状 を し

て い ま す 。器 壁 が 約 1 .3～ 2 . 0 ㎝ と 分 厚 く 、重 量 感 の

あ る 甕 で す 。 大 阪 府 の 陶 邑
す え む ら

古 窯 址 群 高 蔵
た か く ら

寺
で ら

地 区 の 窯

跡 か ら 同 じ 特 徴 の 甕 が 出 土 * 1 8 し て い ま す 。平 城 京 で

出 土 し て い る 同 等 の 甕 は 、口 径 5 0 ㎝ 以 上 も あ る 大 型

品 が 主 流 で す 。  

1 3 4 は 、口 径 に 対 し て 頸 部
け い ぶ

が 長 い の が 特 徴 で す 。頸

部 の 一 部 に は 、鉄
て つ

泥
で い

と 呼 ば れ る ド ベ * 1 9 が 塗 ら れ て い

ま す 。 鉄 泥 を 須 恵 器 の 表 面 に 塗 る 例 は 尾 張
お わ り

地 域 の 製

品 に 多 い こ と と 、 古 相 を 残 す 長 い 頸 部 特 徴 か ら 尾 張

産 の 甕 と 考 え ら れ ま す 。  

 

 

    

 遺 跡 か ら 出 土 す る 須 恵 器 甕 は 、

稀 に 完 全 な 形 で 出 土 す る こ と も

あ り ま す が 、 ほ と ん ど が 割 れ て

い ま す 。 そ の た め 、 高 さ や 最 大

幅 な ど 全 体 の 大 き さ を 知 る こ と

は 困 難 で す 。  

し か し 、 口 縁 部 が 残 存 し て い

る 個 体 は 口 縁 部 の 直 径 を 復 元 す

る こ と に よ っ て 、 他 の 個 体 と 比

べ た 時 に 、 大 小 様 々 な サ イ ズ が

あ る こ と が わ か り ま す 。  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

図 3 3  播 磨 国 ・ 和 泉 国 ・ 尾 張 国 か ら

運 ば れ て き た 須 恵 器 甕  

須 恵 器 甕 の 生 産 地  

図 3 4 須 恵 器 大 甕  
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◆ 酒 の 販 売 ◆  

 平 城 京 で は 、掘
ほ っ

立 柱
たてばしら

建 物
た て も の

内

に 甕 の 据 付
す え つ け

穴
あ な

群 が 残 る 遺 構 は 、

現 在 ま で に 6 7 例 * 2 2 見 つ か っ

て い ま す 。 い ず れ も 丸 底 の 須

恵 器 甕 を 据 え た 穴 で 、 共 通 し

て 複 数 の 甕 を 据 え て い る （ 埋
う め

甕
が め

遺 構
い こ う

） の が 特 徴 で す 。  

 甕 内 部 に 何 が 入 っ て い た の

か わ か り ま せ ん が 、 右 京 二 条

三 坊 四 坪 で は 、 据 付 穴 と 同 時

期 に 構 築 さ れ た 井 戸 か ら 「 □

合 酒 四 升 」（ 図 4 3） と 書 か れ

た 木 簡 が 出 土 し て お り 、 少 な

く と も 酒 を 醸 造 し て い た 可 能

性 は 高 い と 思 わ れ ま す 。 酒 だ

け で な く 醤
ひしお

や 酢 な ど も 作 っ て

い た の か も し れ ま せ ん 。  

 埋 甕 遺 構 は 右 京 二 条 三 坊 と 三 条 三 坊 エ リ ア に 集 中 し て い ま す が 、 右 京 二 条 三 坊 二 坪 で 検

出 さ れ た 井 戸 か ら 「 酒 」「 酒 司 」「 店 」 と 書 か れ た 墨 書 土 器 が 出 土 し て い ま す 。 近 く に は 、

酒 を 販 売 し て い た 店 が あ っ た こ と を う か が わ せ る 資 料 に な る と 考 え ら れ ま す 。  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプ ル  

図 4 0  埋 甕 遺 構 を 検 出 し た 地 点 と 数  

図 4 1  平 城 京 右 京 二 条 三 坊 四 坪 の 埋 甕 遺 構  

図 4 2  墨 書 土 器  

図 4 4  平 城 京 右 京 二 条 三 坊 四 坪  

（ 市 H J 第 2 7 3 - 1 次 調 査 ・ S B 2 3 0） 埋 甕 遺 構  

図 4 5  平 城 京 右 京 二 条 三 坊 十 一 坪  

（ 市 H J 第 4 4 3 - 1 次 ・ S B 1 1 1） 埋 甕 遺 構  

□

合

酒

四

升  

図 4 3  木 簡  

1 4 5  

図 4 1  平 城 京 右 京 二 条 三 坊 四 坪  

（ 市 H J 第 2 7 6 次 調 査 ・ S B 2 3 5） 埋 甕 遺 構  

図 4 3  木 簡  

[文書の 引 用文や 注 目すべ き 箇所

の要約 を 入力し て くださ い。テキ

スト  ボ ッ クスは 文 書のど の 位置

にも配 置 できま す。抜粋用 テ キス

ト  ボッ ク スの書 式 を変更 す るに

は、[テ キ スト  ボ ッ クス  ツ ー ル ] 

タブを 使 用しま す 。 ]  

･

□

合

酒

四

升 

 

Ⅴ 平城京で商売はじまる 
  

 平 城 京 は 、 東 市 ・ 西 市 を 中 心 と し て 、 都 市 形 の 大 消 費 市 場
し じ ょ う

と し て 発 展 し ま し た 。 貴 族 や

官 人 に と ど ま ら ず 、 あ ら ゆ る 階 層 の 人 た ち を 対 象 に 商 売 を し て い た こ と が 発 掘 調 査 成 果 か

ら う か が う こ と が で き ま す 。  

 

◆ 飲 食 店 経 営 ◆  

長 屋 王 の 「 西 店 」    

平 城 京 左 京 三 条 二 坊 一 ・ 二 ・ 七 ・ 八 坪 の ４ 町

分 と い う 広 大 な 敷 地 に 長 屋 王 * 2 1 は 住 ん で い ま

し た 。 邸 宅 内 に あ る 溝 Ｓ Ｄ 4 75 0 か ら は 「 西 店 」

「 店 」 と 記 載 さ れ た 木 簡 が 1 3 点 出 土 し て お り 、

記 載 内 容 か ら 、 長 屋 王 は 飯 と 酒 を 販 売 す る 店 を

経 営 し て い た こ と が 明 ら か に な り ま し た 。  

 ・ 十 一 月 四 日 店 物       別 笥 一 文  

 

・ 酒 五 斗 五 十 文  

 

と 書 か れ て い る の で 、 飯 一 笥 が 一 文 、 酒 一 升 が

一 文 で 販 売 さ れ て い た こ と が わ か り ま す 。 別 の

木 簡 （ Ｂ ） に は 、  

・ 十 一 月 八 日 店 物 酒 四 斗 上  

・ □ 直 卌 五 文  

 

と あ り 、 酒 に は 「 上 」 の ラ ン ク が あ っ て 少 し 高  

く 売 ら れ て い ま す 。 酒 に も 品 質 差 が あ り 、 良 い  

物 が 高 い の は 昔 も 今 も 同 じ で す 。  

こ の 他 に も 、 左 京 二 条 二 坊 二 条 大 路 北 側 溝 か ら は 「 店 梨 」、 右 京 二 条 三 坊 二 坪 の 井 戸 か

ら は 「 店 」 と 書 か れ た 墨 書 土 器 が 出 土 し て い ま す 。 京 内 で は 、 東 市 ・ 西 市 の ほ か に 幾 つ も

の 店 屋 が 建 ち 、 不 特 定 多 数 の 人 た ち を 相 手 に 商 売 を し て い た と 思 わ れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯 九 十 九 笥  

直 九 十 九 文  

 別 升 一 文  

右 銭 一 百 卌 九 文  

1 4 2  「 店 」  

図 3 8  Ｓ Ｄ 4 7 5 0 出 土 木 簡  

図 3 9  墨 書 土 器  
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◆ 金 貸 し ◆  

 長 屋 王 家 木 簡 や 二 条 大 路 木 簡

* 2 4 に は 、 長 屋 王 が 金 貸 し 業 も

営 ん で い た 可 能 性 を 示 す 木 簡 が

み ら れ ま す 。   

ま た 、 西 大 寺 旧 境 内 十 一 面 堂

院 と 西 南 隅 院 と の 間 に あ る 通 路

の 側 溝 か ら も 金 を 貸 付 け た 木 簡

（ 図 4 9 -Ｂ ）が 発 見 さ れ て い ま す 。 

貴 族 や 寺 院 は 、 私 財 を 投 資 し

て 金 を 稼 ぎ 、 ま す ま す 経 済 基 盤

を 拡 大 し て い っ た と 思 わ れ ま す 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ふ り 売 り ◆  

 平 城 京 の 住 民 や 地 方 か ら の 流 入 民 は 、「 都 で は 銭 さ え あ れ ば 何 で も 買 え る 」と い う こ と を

覚 え た と 同 時 に 、「 都 で は 物 を 売 っ た ら 銭 に な る 」と い う こ と を 実 感 し た に ち が い あ り ま せ

ん 。 東 大 寺 写 経 所 に ま つ わ る 記 事 * 2 6 の 中 に 、「 菜 売 女 」 の 文 字 が み え ま す 。「 菜 売 女
な う り め

」 と

は 、野 菜 を 売 る 女 性 の こ と で 、籠 に 野 菜 を い れ て 、ふ り 売
う

り

し て い た 女 性 が い た こ と が 史 料 か ら う か が え ま す 。  

京 内 の 住 民 に と っ て 、 ふ り 売 り は 便 利 な も の で あ っ た と

思 わ れ ま す 。 わ ざ わ ざ 市 へ 行 か な く て も 、 日 用 品 や 食 品 を

売 り に き て く れ る と 大 い に 助 か る と い う も の で す 。  

 こ の よ う に 、 東 市 ・ 西 市 以 外 の 場 所 で 商 売 を 始 め た 商 人

が 大 勢 い た こ と が 十 分 に 考 え ら れ ま す 。 そ の 中 に は 、 市 で

売 ら れ て い る 商 品 よ り も 値 段 を 安 く し た り 、 粗 悪 品 を 売 り

さ ば く 術 を 身 に つ け て い た 者 が い た か も し れ ま せ ん 。  

謹

解  

 

申
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出
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銭  

事  

図 5 0  ふ り 売 り （ 参 考 資 料 ） * 2 7  
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図 4 9  出 挙 銭 の 木 簡  

 

出 挙
す い こ

と は 、一 年 契 約 で 、利 子 付

き で 稲 な ど の 物 を 貸 す 制 度 の こ

と で す 。春 先 に 稲 を 貸 し 、収 穫 時

に 利 息 を 付 け て 返 納 す る こ と が

よ く 知 ら れ て い ま す 。  

物 だ け で な く 、利 子 付 き で 銭 を

貸 す こ と も あ り 、こ れ を 出 挙
す い こ

銭
せ ん

と

言 い ま す 。  

寺 な ど が 行 う も の は 私 出 挙
し す い こ

、国

が 行 う も の を 公 出 挙
く す い こ

と 言 い ま す 。 

 

正 倉 院 文 書 の 「 月
げ つ

借 銭
しゃくせん

解
の げ

」 * 2 5

に は 写 経 所 が 月 単 位 に 銭 貨 を 官

人 に 貸 し て 、 通 常 1 . 3～ 1 . 5 割 の

利 子 を と っ た こ と が 書 か れ て ま

す 。  

 

А  

Ｂ  

Ｂ  

 

 ≪ 寺 院 で の 酒 造 り ≫  

西 大 寺 境 内 の 食 堂 院
じ き ど う い ん

推 定 地 の 調 査 で

甕 据 付 穴 が 3 9 個 発 見 さ れ ま し た 。据 付

穴 に は 須 恵 器 甕 片 が 残 存 し て い る も の

が あ り 、 こ の う ち １ 個 体 の 須 恵 器 甕 の

口 縁 部 と 底 部 の 一 部 を 復 元 す る こ と が

で き ま し た 。 口 径 5 4 ㎝ 、 高 さ 90 ㎝ 以

上 、 胴 部 最 大 径 が 約 1 08 ㎝ の 巨 大 な も

の で す 。  

 史 跡 大 安 寺 旧 境 内 で は 、 据 付 穴 は 発

見 さ れ て い ま せ ん が 、 大 衆 院
た い し ゅ う い ん

地 区 で 検

出 さ れ た 奈 良 時 代 末 頃 の 井 戸 か ら 「 大

安 寺  左 右 酒 」 と 書 か れ た 墨 書 土 器 が

出 土 し て い ま す 。 大 安 寺 で も 酒 を 醸 造

し て い た 可 能 性 が あ り ま す 。  

寺 院 で 作 ら れ た 酒 は 、「 僧 房
そ う ぼ う

酒
し ゅ

」と 呼

ば れ 、 室 町 時 代 に は 販 売 さ れ 寺 の 経 済

を 支 え た と 言 わ れ て い ま す が 、 寺 院 で

の 酒 造 業 は 奈 良 時 代 ま で 遡 る 可 能 性 は

か な り 高 い と 考 え ら れ ま す 。  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 日 本 霊 異 記 』 中 巻 （ 第 三 十 二 話 * 2 3）  

「 寺 の 利 殖 用 の 酒 を 借 用 し 、返 さ な い う ち に 死 に 、牛 と な っ て 返 し た 話 」（ 現 代 語 訳 ）が

あ り ま す 。「 利 殖 用 の 酒 」 と は 、 稲 を 農 民 に 貸 し だ し 、 そ の 米 で 酒 を 造 ら せ 、 酒 を 売 っ て 寺

院 の 利 潤 と し て い た と い う も の で す 。 説 話 と は い え 、 寺 院 が 経 済 基 盤 を 固 め る た め に こ の

よ う な 商 売 を し て い た こ と は 出 土 木 簡 （ 図 4 9 -Ｂ ） か ら も う か が え ま す 。  

 

「 大 安 寺  左 右 酒 」  

図 4 6  史 跡 大 安 寺 旧 境 内 井 戸 出 土  

図 4 7  西 大 寺 食 堂 跡 推 定 地 の 埋 甕 遺 構  

1 4 6  

図 4 8  西 大 寺 食 堂 跡 推 定 地 埋 甕 遺 構 出 土 須 恵 器 大 甕  

1 3 5（ 上 ・ 下 写 真 ： 同 一 個 体 ） 

図 4 7  西 大 寺 食 堂 跡 推 定 地 埋 甕 遺 構  

1 4 6

1 3 5（ 上 ・ 下 写 真 ： 同 一 個 体 ）

Ｂ
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＊ 1  律 令 制 下 で は 、「 租
そ

」「 庸
よ う

」「 調
ちょう

」 と 呼 ば れ る 税 を 民 衆 に 課 し て い ま し た 。「 租 」 は 、

田 地 １ 段 あ た り の 収 穫 量 の ３ ～ ５ ％ を 納 め る と い う も の で 、「 庸 」 は 都 で の 労 役 に 従

事 す る 代 わ り に 米 や 布 、 地 域 の 特 産 物 な ど を 差 し 出 す 物 の こ と で す 。「 調 」 は 麻 布 な

ど の 繊 維 製 品 や 海 産 物 を 納 め さ せ ま し た 。  

 

＊ 2  調 邸
ちょうてい

と は 、平 城 京 内 に 各 国 が 所 有 し て い た 施 設 の こ と で 、出 張 所 の よ う な も の で す 。

自 国 か ら 運 ば れ て き た 税 物 の 一 時 的 な 保 管 や 、上 京 し て き た 人 々（ 地 方 官 人 や 運 脚 な

ど ）の 宿 泊 所 と し て 機 能 し て い た と 考 え ら れ て い ま す 。相 模 調 邸 は 、平 城 京 東 市 の 西

辺 り に あ っ た こ と が 、 薬 師 院 文 書 （ 早 稲 田 大 学 図 書 館 所 蔵 ） に 書 か れ て い ま す 。  

 

＊ 3  播 磨 国 の 調 邸 は 文 献 史 料 に は 記 さ れ て い ま せ ん が 、 平 成 2 1 年 度 ・ 2 3 年 度 に 奈 良 市

教 育 委 員 会 が 平 城 京 左 京 五 条 四 坊 八・九 坪 の 調 査 を 実 施 し た 際 、播 磨 産 の 軒 瓦 や 鬼 瓦

を は じ め 、丸 瓦 ・ 平 瓦 が 大 量 に 出 土 し ま し た 。ま た 、瓦 だ け で な く 、共 伴 し た 須 恵 器

も 播 磨 産 の も の と 考 え ら れ る も の が 一 定 量 あ り ま し た 。こ の こ と に よ り 、同 地 が 播 磨

国 の 調 邸 で あ る と い う 見 方 が で き る よ う に な り ま し た 。  

 

＊ 4  奈 良 市 教 育 委 員 会 が 保 管 し て い る 平 城 京 内 出 土 の 奈 良 時 代 銭 貨 は 、 合 計 7 0 2 点 （ 和

同 開 珎 3 2 9 点 、萬 年 通 寶 1 2 0 点 、神 功 開 寶 2 5 3 点 ）あ り ま す 。こ こ で は 、銭 貨 が 出 土

し た 地 点 を 示 す と と も に 、出 土 率 を 表 示 し ま し た 。出 土 率 と は 、各 所 で の 出 土 点 数 の

数 量 を 相 対 的 に 比 較 で き る よ う に 計 算 し た も の で す 。こ こ で は 発 掘 面 積 1 0 0 ㎡ を 基 準

に 換 算 し て 示 し ま し た 。 計 算 式 は 以 下 の と お り で す 。  

出 土 率 ＝ 調 査 地 に お け る 出 土 銭 貨 の 点 数 ÷調 査 地 の 面 積 × 1 0 0 ㎡  

 

＊ 5  位 階 は 官 人 の 序 列 を 表 し た も の で 、 正 一 位 か ら 少 初
そ

位
い

下 ま で 3 0 段 階 あ り ま す 。 親

王・内 親 王 の 序 列 は 品 階 と い い 、一 品 か ら 四 品 ま で あ り ま す 。官 職 は 役 所 の 仕 事 に あ

た り ま す 。  

 

＊ 6  高 橋  崇 『 律 令 官 人 給 与 制 の 研 究 』 日 本 史 学 研 究 叢 書 1 9 7 0 年 、 1 0 頁 の 第 １ 表 を 改

変 し 、 掲 載 し ま し た 。   

 

＊ 7  職
しょく

田
で ん

は 、 中 央 の 大 納 言 以 上 と 地 方 官 人 （ 国 司 ・ 郡 司 ・ 大 宰 府 官 人 な ど ） の 官 職 に 応

じ て 支 給 さ れ る 田 地 の こ と 。職 封
し き ふ

は 大 納 言 以 上 の 官 位 に 応 じ て 支 給 さ れ た 封
ふ

戸
こ

（ 夫 役

を 課 さ れ る 者 が １ 人 以 上 い る 家 ）。  

職 分 資 人
し き ぶ ん し じ ん

は 、 中 納 言 以 上 に 与 え ら れ た 従 者 の こ と 。  

 

＊ 8  森 公 章 『 奈 良 貴 族 の 時 代 史 -長 屋 王 家 木 簡 と 北 宮 王 家 -」 講 談 社 2 0 0 9 年 、 2 0 1 - 2 0 4 頁

の デ ー タ を 引 用 し ま し た 。   

 

＊ 9  ６ 頁 -表 2・3 は 、栄 原 永 遠 男「 東 西 市 と 律 令 制 」『 奈 良 時 代 流 通 経 済 史 の 研 究 』1 0 5 - 1 0 8

頁 の 表 を 改 変 し て 作 成 し ま し た 。  

 

＊ 1 0  正 倉 院 文 書 と は 、奈 良 時 代 の 造
ぞ う

東 大 寺 司
と う だ い じ し

写 経 所
し ゃ き ょ う し ょ

の 文 書 の こ と で す 。写 経 事 業 に 関 す

る 文 書 や 帳 簿 な ど の 史 料 が 主 体 を 占 め て い ま す 。  

 

＊ 1 1  延 喜 式
え ん ぎ し き

は 、延 喜 五（ 9 0 5）年 に 醍 醐 天 皇 の 勅 に よ っ て 、養 老 律 令 の 施 行 細 則 を 集 大 成

し た 全 5 0 巻 の 法 典 の こ と で す 。 康 保 四 （ 9 6 7） 年 に 施 行 。 編 纂 者 は 左 大 臣 藤 原 時 平 。 

 

＊ 1 2  醤（ ひ し お ）は 、古 代 中 国 か ら 日 本 へ 伝 わ っ た 調 味 料 。味 噌 や 醤 油 な ど の 原 形 と い

わ れ て い ま す 。   

 

＊ 1 3  「 澤
さ わ

蘭
あららぎ

」は 、 ど の 植 物 に 該 当 す る か は 諸 説 あ り ま す が 、キ ク 科 の「 サ ワ ヒ ヨ ド リ 」・

「 フ ジ バ カ マ 」 や シ ソ 科 の 「 シ ロ ネ 」 等 の 薬 草 が 考 え ら れ ま す 。  

 

＊ 1 4  市 に お け る 売 買 に 関 す る 規 定 は 「 養 老 関 市 令 」 に み ら れ ま す 。 栄 原 永 遠 男 『 奈 良 時

代 流 通 経 済 史 の 研 究 』（ ｐ 1 0 0）  

 

 

◆補注◆  

 

エピロ ー グ＊  

 

   

奈 良 時 代 も 終 り 、 平 安 時 代 後 期 に な る と 「 座
ざ

」 と 呼 ば れ る 組 合 が 全 国 に 作 ら れ 、 商 業 が

益 々 発 展 し ま し た 。 座 と は 、 天 皇 家 に 従 属 す る 供
く

御 人
ご に ん

や 大 社 寺 に 隷 属 す る 神 人
じ に ん

や 寄
よ り

人
う ど

* 2 8

た ち が 、 上 位 機 関 の 保 護 の も と に 作 っ た 、 商 工 業 者 や 芸 能 者 に よ る 同 業 者 組 合 の こ と で 、

平 安 時 代 後 期 頃 （ 1 1 世 紀 ） か ら 戦 国 時 代 頃 （ 1 5 世 紀 ） ま で 存 在 し て い ま し た 。   

座 は 、 天 皇 家 や 大 寺 社 へ の 奉 仕 や 貢 納 を お こ な う 変 わ り に 、 課 役 の 免 除 や 関 所 の 通 行 権

の 保 証 な ど の 特 権 を 得 て 、 後 ろ 盾 を う ま く 利 用 し な が ら 商 品 の 製 造 や 販 売 の 独 占 権 を 有 す

る よ う に な り ま し た 。 奈 良 時 代 の 商 売 人 に 比 べ る と 数 ラ ン ク も ア ッ プ し た 商 業 活 動 を 展 開

し て い た 様 子 が う か が わ れ ま す 。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中世大和諸座の原点  
桓 武 天 皇 が 見 捨 て た 僧 侶 と 商 人 た ち  

 

な ぜ 大 和 に 座 が 多 い の で し ょ う か ？  

➝ 貨 幣 経 済 が 発 展 し た 平 城 京 の 中 に 、 そ の 答 を 見 つ け る こ と が で き ま す 。  

7 8 1 年 に 即 位 し た 桓 武 天 皇 は 、 平 安 京 （ 山 城 ） に 遷 都 す る 際 、 大 寺 院 や 僧 侶 た ち を 大 和  

に 置 き 去 り に し て お り 、同 じ よ う に 大 寺 院 に 隷 属 し て い た 商 工 業 者 や 商 人 と そ の 家 族 も 残

さ れ た 可 能 性 が あ り ま す 。 彼 ら は 、 平 城 京 で 培 っ た 商 売 の 経 験 を 基 に 、 大 寺 社 を 頼 り と し

て 活 動 を 続 け 、 そ れ が 座 を 生 み 出 す こ と に つ な が っ た の で は な い で し ょ う か 。 座 の 数 が 多

い の も 、 大 和 に 残 さ れ た 商 工 業 者 や 商 人 が 多 か っ た こ と を 物 語 っ て い る と 言 え ま す 。  

大 和 の 商 工 業 者 た ち は 、 生 き 延 び る た め に 自 立 的 経 済 発 展 に 向 け て 努 力 し た 結 果 、 大 和

は 山 城 と 両 輪 と な っ て 、商 工 業 と 貨 幣 流 通 経 済 を ベ ー ス と し た 日 本 の 中 世 社 会 を 生 み 出 し

て い っ た と 推 測 さ れ ま す 。  

こ の こ と か ら も 理 解 で き る よ う に 、「 座 の 発 展 と 中 国 銭 の 浸 透 が 資 本 主 義 的 な 商 売 の 始

ま り で あ る 」と い う こ と で は な く 、始 ま り は 既 に 平 城 京 に あ っ た と の 見 方 が で き そ う で す 。 

 

平 城 京 の 商 業 活 動 そ の も の が 現 在 の 日 本 経 済 活 動 に 通 じ る 原 点 で あ る と の 見 方 が で き

そ う で す 。  

 

 

 

 

こ

こ

が

重

要

！  

 

 

 

図 5 1  棒 グ ラ フ  

こ の 図 は 、 鎌 倉 時 代 に お け る 旧

国 別 の 座 の 総 数 を 棒 グ ラ フ に し た

も の で す 。 * 2 9  

大 和 （ 奈 良 ） と 山 城 （ 京 都 ） の

座 の 数 が 飛 び 抜 け て 多 く 、 両 者 が

商 工 業 と 流 通 の 中 心 で あ っ た こ と

が わ か り ま す 。  

ま た 、 大 和 は 日 本 で 一 番 座 の 数

が 多 い こ と か ら 、 当 時 は 山 城 を 凌
し の

ぐ 商 工 業 都 市 だ っ た の で は な い で

し ょ う か 。  

◆ 日 本 に お け る 商 業 の 発 展 ◆  

1 2 世 紀 中 頃 か ら 中 国 か ら 大 量

の 銭 貨 が 日 本 に 入 っ て く る と 、 国

内 で 広 く 使 わ れ る よ う に な り ま

す 。 近 畿 地 方 の 座 を 中 心 と し た 商

品 の 経 済 発 展 と 中 国 銭 の 浸 透 が 、

日 本 の 資 本 主 義 的 な 商 売 の 始 ま り

で あ る と す る 見 方 が 、 今 日 で は 通

説 に な っ て い ま す 。  
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は じ め に － な ぜ 、 と も に ４ ０ 周 年 か ？  

令 和 元 年 の 今 年 、 2 0 1 9 年 は 、奈 良 市 教 育 委 員 会 の 平 城 京 発 掘 調 査 と 、奈 良 大 学 の 文 化 財

学 科 創 設 と が 、と も に 奇 し く も 4 0 周 年 を 迎 え た 。こ れ は ま っ た く の 偶 然 で は な い 。そ れ は

19 7 0 年 代 以 降 遺 跡 の 発 掘 調 査 が 急 増 す る な か で 、都 道 府 県 の ほ か に 市 町 村 も そ れ を 担 う よ

う に な り 、 そ の 発 掘 担 当 者 の 育 成 を 大 学 が 担 っ て き た こ と と 関 係 し て い る 。  

 

１ ． 遺 跡 の 発 掘 調 査 と 市 町 村  

地 方 行 政 が 担 う 方 針  平 城 京 跡 の 発 掘 調 査 は 、 1 9 7 9 年 （ 昭 和 5 4 年 ） ま で は 、 国 （ 奈 良

国 立 文 化 財 研 究 所 ）と 奈 良 県（ 県 立 橿 原 考 古 学 研 究 所 ）が 行 っ て い た 。遺 跡 の 発 掘 調 査 は 、

戦 後 の 高 度 経 済 成 長 期 の 開 発 事 業 に と も な っ て 増 加 し た 。 そ の た め 、 国 （ 文 化 財 保 護 委 員

会 、現 文 化 庁 ）は 、 1 9 6 5 年 、ニ ュ ー タ ウ ン 建 設 を 行 う 日 本 住 宅 公 団 と の 覚 書 で 、遺 跡 の 発

掘 調 査 は 都 道 府 県 等 が 行 う こ と を 基 本 方 針 と し た 。 大 学 等 の 教 員 が 夏 休 み に 発 掘 す る 程 度

で は 追 い つ か な い 状 況 へ の 対 応 で あ っ た が 、 こ の こ と は 地 域 の 文 化 財 保 護 は 地 域 が 担 う と

い う 、 重 要 な 基 本 原 則 を 示 し

た こ と に も な る 。 こ れ を 主 導

し た の が 奈 文 研 所 長 を 勤 め た

坪 井 清 足 氏 だ 。 こ れ を 契 機 に

都 道 府 県 で 専 門 職 員 の 採 用 が

進 ん だ 。 奈 良 県 に は 平 城 京 等

の 都 城 を 調 査 す る 奈 文 研 が あ

っ た た め 、 国 が 例 外 的 に 加 わ

っ た 。  

1 9 7 5 年 法 改 正  発 掘 調 査

は そ の 後 も 増 加 し 続 け 、 市 町

村 も 分 担 す る 必 要 性 が 出 て き

た 。こ う し た 背 景 も あ り 、1 9 7 5

年 の 文 化 財 保 護 法 改 正 で は 、

地 方 公 共 団 体 は 発 掘 を 施 行 で

き る と し た （ 現 9 9 条 ）。 こ れ

は 当 時 の 実 態 を 明 記 し た も の

で は あ る が 、 市 町 村 も 文 化 財

保 護 の 主 体 と な る こ と を 明 確

に し 、 専 門 職 員 の 採 用 も 進 ん

だ （ 左 図 ）。  

重 要 な 役 割 を 果 た す 市 町

村 の 重 要 性  文 化 財 行 政 に

お い て 、 市 町 村 は 地 域 に 根 ざ

し て 綿 密 に 調 査 を 重 ね 地 域 史

を 豊 か に 解 き 明 か し て い る 。

奈 良 市 は 20 1 8 年 度 ま で に 平

城 京 内 だ け で 合 計 10 4 9 次 に

及 ぶ 発 掘 を 積 み 重 ね て い る 。

今 回 の 特 別 展 の よ う な 平 城 京

の 市 と 商 売 の 実 態 や 、 奈 良 時

代 後 半 に 土 地 利 用 と 人 口 増 加

が 急 速 に 進 ん だ こ と を 明 ら か

遺跡の発掘調査と  

  奈良市・奈良大文化財学科の 40 年  

 

 

 

 

 

 

＊ 1 5  平 城 京 の 土 師 器・須 恵 器 の 食 器 類 は 、奈 良 時 代 後 半 以 降 に な る と 、ど れ も 同 じ よ う

な 形 に な っ て 、定 形 化 が 進 み ま す 。こ の 現 象 は 、土 器 が 商 品 と し て 市 場 に 出 回 っ た こ

と を 意 味 し て い る と 考 え ら れ ま す 。  

 

＊ 1 6  土 師 器 食 器 類 や 甕 は 、小 森 俊 寛 氏 に よ っ て 都 城 形
          ●

土 師 器 と 命 名 さ れ た が 、土 馬 な ど

の 土 製 品 も 含 め て 、都 城 型
          ●

と 呼 ぶ 研 究 者 も い ま す 。小 森 俊 寛「 総 説 」『 古 代 の 土 器 ４ ・

煮 炊 具 （ 近 畿 編 ）』 古 代 の 土 器 研 究 会 1 9 9 6  

 

＊ 1 7  兵 庫 県 教 育 委 員 会 「 第 3 0 図 3 号 窯 灰 原 出 土 遺 物 1 8 - 9 3 8」『 兵 庫 県 文 化 財 調 査 報 告

第 1 8 4 冊  兵 庫 県 加 古 川 市 白 沢 ３ ･５ 号 窯  山 陽 自 動 車 道 関 係 埋 蔵 文 化 財 調 査 報 告 X X I X』

1 9 9 9  

 

＊ 1 8  財 団 法 人 大 阪 文 化 財 セ ン タ ー 『 陶 邑 Ⅴ  大 阪 府 文 化 財 調 査 報 告 書  第 3 3 輯 』 1 9 8 2  

 

＊ 1 9  ド ベ と は 、白 い 粘 土 を 水 で 溶 い た も の 。土 器 の 器 表 面 に 塗 る こ と に よ り 、焼 き あ が

り が 白 っ ぽ く な り ま す 。   

 

＊ 2 0  こ の グ ラ フ は 奈 良 県 立 橿 原 考 古 学 研 究 所 木 村 理 恵 氏 が 作 製 し た も の を 一 部 改 変 し

て 掲 載 し ま し た 。（ 出 典 ）木 村 理 恵『 大 甕 の 生 産 ・ 流 通 の 変 遷 に つ い て -垂 下 形 縁 帯 状

口 縁 を も つ 大 甕 を 中 心 に -』第 2 2 回 古 代 官 衙 ・ 集 落 研 究 集 会「 官 衙 ・ 集 落 と 大 甕 」奈

良 文 化 財 研 究 所 2 0 1 8  

 

＊ 2 1  長 屋 王 は 、 天 武 天 皇 の 孫 、 高 市 皇 子 の 子 。 聖 武 天 皇 が 即 位 す る と 共 に 左 大 臣 （ 位 階

は 正 二 位 ）へ 昇 進 し ま す が 、藤 原 氏 の 陰 某 で 自 害（ 長 屋 王 の 変 ）。1 9 8 6～ 1 9 8 8 年 度 に 、

奈 良 国 立 文 化 財 研 究 所（ 当 時 ）が 平 城 京 左 京 三 条 二 坊 一 ・ 二 ・ 七 ・ 八 坪 の 発 掘 調 査 を

実 施 し た と こ ろ 、4 町 分 を 占 め る 広 大 な 敷 地 が 長 屋 王 の 邸 宅 で あ っ た こ と が 判 明 し ま

し た 。  

 

＊ 2 2  埋 甕 遺 構 の 数 量 は 、 奈 良 文 化 財 研 究 所 『 甕 据 付 建 物  遺 構 集 成 』 2 0 1 8 の 掲 載 デ ー

タ に 新 知 見 を 追 加 し て 掲 載 し ま し た 。  

 

＊ 2 3  日 本 霊 異 記 は 日 本 最 古 の 仏 教 説 話 集 で 、作 者 は 薬 師 寺 の 景
きょう

戒
か い

と い う 僧 侶 で す 。奈 良

時 代 末 頃 か ら 平 安 時 代 初 め 頃 に 成 立 。  

 

＊ 2 4  平 城 京 二 条 大 路 の 路 面 に 掘 ら れ て い た 溝 状 の 土 坑 。遺 構 内 か ら 大 量 の 木 簡 と 土 器 が

出 土 し ま し た 。 こ の 土 坑 か ら 出 土 し た 大 量 の 木 簡 が 二 条 大 路 木 簡 と 呼 ば れ て い ま す 。 

 

＊ 2 5  利 子 付 き で 銭 を 貸 付 け 、そ の 申 込 み 書 が 月 借 銭 解 で す 。正 倉 院 に は 1 0 0 通 以 上 が 残

っ て い ま す 。  

 

＊ 2 6「 奉 写 一 切 経 食 口 帳 」 神 護 景 雲 四 （ 7 7 0） 年 、『 大 日 本 古 文 書 』 1 7 巻 ｐ 4 0 9－ 4 1 0  

 

＊ 2 7『 三 十 二 番 職 人 歌 合 』 か ら 転 載 。   

 

＊ 2 8  神 人 は 、神 社 に 奉 仕 し て 、そ の 保 護 を 得 る こ と に よ っ て 様 々 な 特 権 を 得 た 者 。寄 人

は 、 自 分 の 土 地 の 領 主 の 支 配 下 に あ り な が ら 、 他 の 公 家 や 寺 社 に も 使 え る 者 。  

 

＊ 2 9  本 グ ラ フ は 、『 国 史 大 辞 典  第 六 巻 』ｐ 1 1 4－ 1 1 7 の 商 工 座 一 覧 を ま と め た も の で す 。 
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考 古 学 実 習 の 様 子 （ 令 和 元 年 ６ 月 撮 影 ）  

富 雄 丸 山 古 墳 の 発 掘 調 査 に 参 加 し た 奈 良 大 学 文 化 財 学 科 ３ 回 生 の 皆 さ ん  

                        （ 平 成 3 1 年 1 月 撮 影 ） 

 

に し た の は こ う し た 成 果 に よ る 。 ま た 、 保 存 さ れ た 宮 跡 庭 園 や 朱 雀 大 路 跡 、 大 安 寺 旧 境 内

等 の 史 跡 の 管 理 や 整 備 ・ 活 用 も 奈 良 市 が 担 っ て い る 。  

全 国 の 自 治 体 の 文 化 財 担 当 者 の 多 く は 考 古 学 専 攻 で あ る も の の 、 建 物 ・ 美 術 工 芸 品 、 名

勝・天 然 記 念 物 、民 俗 な ど 多 様 な 文 化 財 に つ い て も 担 当 し て い る 。 2 0 1 8 年 の 法 改 正 で 新 設

さ れ た 文 化 財 の 地 域 計 画 を 策 定 し 、 そ の 保 存 ・ 活 用 を 具 体 化 す る の も 基 礎 自 治 体 の 市 町 村

で あ る 。 こ の よ う な 市 町 村 の 体 制 は 日 本 の 特 色 で あ り 、 世 界 に 誇 れ る も の と い っ て よ い 。  

 

２ ． 専 門 職 員 の 育 成 と 大 学 の 考 古 学 専 攻  

発 掘 調 査 を 担 当 す る 専 門 職 員 の 育 成 は 大 学 の 考 古 学 専 攻 が 担 っ て い た 。 考 古 学 専 攻 を も

つ 大 学 は 1 96 5 年 以 降 に 増 加 し 、 国 立 大 学 は 1 9 8 0 年 前 後 に 各 地 に 設 置 さ れ た 。 考 古 学 の 大

学 設 置 と 、 発 掘 調 査 の 増 加 、 1 9 7 5 年 の 法 改 正 と の 関 係 が 推 測 さ れ る 。  

奈 良 大 文 化 財 学 科 の 創 設  大 学 設 立 後 1 0 年 経 過 し た 1 9 7 9 年 、 他 の 大 学 と 同 じ く 史 学 科

に お か れ て い た 考 古 学 専 攻 を 分 離 し て 拡 充 し 、 美 術 史 ・ 保 存 科 学 な ど を 加 え て 、 全 国 初 の

「 文 化 財 学 科 」 を 創 設 し た 。 文 化 財 保 護 の 現 場 に 即 し た 実 学 を 志 向 し た の は 、 学 科 の 目 的

が 、地 方 自 治 体 が 必 要 と し て い る 埋 蔵 文 化 財 の 専 門 職 員 を 養 成 す る こ と で あ っ た か ら だ（ 奈

良 大 学 二 十 五 年 史 ）。 学 科 の 設 置 が 大 学 で 決 定 さ れ た の は 、 法 改 正 か ら 間 も な い 1 9 7 7 年 で

あ り 、 奈 良 市 の 動 き と ほ ぼ 並 行 し て い る こ と が わ か る 。  

こ の こ ろ の 首 都 圏 や 近 畿 圏 の 大 学 で は 、 考 古 学 の 学 生 は 各 地 の 発 掘 現 場 に 調 査 補 助 員 と

し て 出 て い た 。 授 業 が あ る 期 間 も 近 く の 現 場 に 通 い 、 夏 休 に は 遠 く へ も 行 き 、 考 古 学 の 実

務 を 身 に つ け た 。 考 古 学 を 熱 く 語 り 現 場 を 的 確 に 仕 切 る 担 当 者 は 、 学 生 に と っ て の あ こ が

れ で あ り 、 身 近 な ロ ー ル モ デ ル と も な っ た 。  

奈 良 大 考 古 学 の 教 育  文 化 財 学 科 創 設 に 伴 い 着 任 し た の が 水 野 正 好 先 生 で あ っ た 。 水 野

先 生 は 、文 化 庁 ５ 年 の ほ か 滋 賀 県・大 阪 府 を 合 わ せ て 計 1 7 年 に 及 ぶ 埋 蔵 文 化 財 行 政 の 実 務

経 験 が あ っ た 。 地 方 行 政 担 当 者 か ら 転 じ た 初 の 大 学 教 員 で あ ろ う 。 先 生 は 自 治 体 の 担 当 者

に 求 め ら れ る こ と を 熟 知 さ れ て い た 。 だ か ら こ そ 、 実 際 の 発 掘 現 場 で 考 古 学 と 現 場 経 営 を

修 得 す る こ と を 重 視 さ れ た 。 学 生 た ち は 大 学 に 近 い 平 城 京 な ど の 県 内 ・ 近 畿 地 方 は も と よ

り 、全 国 各 地 の 現 場 に 出 た 。 1 9 9 4 年 度 の 附 属 高 校 建 設 に と も な う 発 掘 調 査（ 秋 篠 ・ 山 稜 遺

跡 ） の よ う に 考 古 学 研 究 室 が 受 託 し た 調 査 も あ っ た 。 奈 良 大 学 の 卒 業 生 が 全 国 各 地 の 自 治

体 に 就 職 し た の は 、 こ う し た 教 育 に 支 え ら れ て い る 。  

 

３ ． 行 政 ・ 大 学 の 変 化 と 連 携  

大 学 ・ 行 政 の 変 化  発 掘 調 査 が 多 か っ た 1 9 9 0 年 代 ま で は 、 組 織 的 な も の で は な い が 、

行 政 が 学 生 の 考 古 学 教 育 に 関 わ り 、 実 質 的 に 大 学 教 育 の 一 環 を 担 っ て い た と い え る 。 し か

し 、大 学 で は 授 業 の コ マ 数 確 保 と 出 席 重 視 の 傾 向 が 強 ま り 、学 生 が 現 場 に 出 づ ら く な っ た 。

一 方 、 行 政 側 は 発 掘 調 査 が 急 速 に 減 少 し た こ と か ら 、 学 生 を 受 け 入 れ に く く な っ た 。  

大 学 ・ 行 政 の 連 携  こ う し た な か で 、 本 学 文 化 財 学 科 で は 、 地 元 奈 良 市 と の 連 携 ・ 協 力

が 必 要 と 考 え 、こ こ 1 0 年 ほ ど 、埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー や 発 掘 現 場 の 見 学 、授 業 で 使 う 土 器 等

の 資 料 借 用 、 考 古 学 実 習 の 授 業 委 託 、 古 墳 調 査 の 学 生 参 加 等 を 進 め て い る 。 教 育 上 大 き な

効 果 が あ る だ け で な く 、 行 政 担 当 者 が い ま の 大 学 と 学 生 を 知 る 機 会 と も な る 。  

近 年 、 専 門 職 員 の 採 用 が 増 加 す る 一 方 、 応 募 者 が 少 な い 現 状 が あ る 。 埋 蔵 文 化 財 行 政 と

考 古 学 の 将 来 に 対 す る 危 機 感 か ら 、 近 畿 地 区 の 考 古 学 専 攻 の 2 5 大 学 で は 、 2 0 16 年 度 か ら

連 絡 協 議 会 を 立 ち 上 げ 、 ７ 府 県 の 埋 蔵 文 化 財 担 当 者 会 と と も に 、 学 生 向 け の 文 化 財 専 門 職

説 明 会 を 毎 年 開 催 し 多 く の 学 生 の 参 加 を 得 て い る 。  

今 後 も 奈 良 大 文 化 財 学 科 と し て は 、 よ り よ い 教 育 ・ 研 究 の た め に 、 奈 良 市 と の 連 携 ・ 協

力 を さ ら に 発 展 さ せ て い き た い と 考 え て い る 。  
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