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こ
の
概
報
に
は
、
さ
き
に
公
刊
し
た
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木

簡
概
報
十
三
』
（
昭
和
5
5
年
４
月
）
以
後
、
平
城
宮
跡
お
よ
び
平
城

京
跡
内
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
主
要
な
も
の
を
収
録
す
る
。

　
以
下
、
木
簡
の
出
土
地
域
ご
と
の
状
況
を
述
べ
、
木
簡
の
形
態
分

類
、
凡
例
と
釈
文
を
か
か
げ
る
。

一
、
木
簡
出
土
の
地
点
と
状
況

　
第
二
一
〇
次
調
査
(
６
Ａ
」
Ｆ
　
-
Ｐ
　
-
Ｑ
　
Ｋ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
5
5
年
１
月
～
５
月

　
平
城
宮
車
院
の
車
南
部
に
お
い
て
は
、
第
四
四
・
九
九
・
一
一
〇

次
の
三
度
に
わ
た
る
調
査
に
よ
っ
て
、
新
旧
二
時
期
の
園
池
り
ｏ
認

呂
の
存
在
と
そ
の
東
限
・
北
限
そ
し
て
池
に
関
連
す
る
施
設
の
様
子

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
回
の
調
査
は
さ
ら
に
池
の
西
辺

の
様
相
を
明
ら
か
に
し
、
合
わ
せ
て
南
面
大
垣
・
二
条
条
開
大
路
に

つ
い
て
の
知
見
を
得
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
。

　
検
出
し
た
遺
構
は
掘
立
柱
建
物
Ｔ
（
、
塀
一
四
、
溝
ニ
ハ
、
井
戸

二
、
池
二
、
通
路
一
で
、
そ
れ
ら
は
層
位
や
重
複
関
係
か
ら
Ａ
～
Ｈ

の
八
時
期
に
細
分
で
き
る
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
一
九

八
〇
』
参
照
）
。
全
体
と
し
て
今
回
の
調
査
で
は
、
園
池
必
ｏ
認
呂

∽
の
全
容
を
つ
か
ん
だ
こ
と
、
園
池
と
は
溝
・
塀
で
区
切
ら
れ
た
西

方
の
一
画
に
八
時
期
の
変
遷
が
あ
る
こ
と
、
二
条
条
間
大
路
は
次
第

に
道
路
幅
を
狭
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
各
時
期
の
年
代

比
定
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
期
－
天
平
年
回
を
中
心
と
す
る
時
期
、
Ｄ
期

―
平
城
還
都
後
の
天
平
勝
宝
年
間
の
造
営
、
Ｈ
期
－
奈
良
末
～
平
安

初
頭
と
考
え
ら
れ
る
。

　
出
土
木
簡
は
計
一
〇
八
点
で
、
旧
池
Ｓ
　
Ｇ
５
８
呂
Ａ
か
ら
四
点
、
掘

立
柱
掘
形
か
ら
数
点
、
二
条
条
間
大
路
南
側
溝
Ｓ
　
Ｄ
　
５
７
８
５
　
･
　
５
７
８
７
か

ら
各
一
点
の
他
、
九
五
点
が
二
条
条
開
大
路
北
側
溝
∽
口
昭
呂
ン
ふ

か
ら
出
土
し
て
い
る
。
ら
さ
氾
呂
ｙ
は
Ｆ
期
に
約
三
ｍ
南
に
ず
ら
し

玉
石
で
護
岸
す
る
と
い
う
改
修
を
受
け
て
帥
口
認
呂
ま
に
な
っ
て
い

る
が
、
木
簡
の
大
部
分
九
〇
点
は
∝
し
回
呂
ｙ
の
堆
積
層
か
ら
出
土

し
た
。

第
一
二
二
次
調
査
（
６
　
Ａ
　
Ａ
　
Ｙ
　
Ｋ
)

昭
和
5
5
年
３
月
～
７
月

　
本
調
査
は
、
平
城
宮
の
推
定
第
二
次
朝
堂
院
地
区
の
南
に
あ
る
南

面
東
門
（
壬
生
門
）
を
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ
、
合
わ
せ
て
二
条
大

路
に
も
調
査
の
手
を
及
ぼ
し
た
。

　
検
出
し
た
お
も
な
遺
構
は
平
城
宮
外
郭
の
門
基
壇
、
そ
れ
に
つ
づ

１
一



く
南
面
大
垣
、
二
条
大
路
と
そ
の
南
北
両
側
溝
、
宮
内
東
西
道
路
、

そ
れ
に
平
城
宮
以
前
の
土
墳
墓
・
斜
行
溝
、
平
城
宮
以
後
の
掘
立
柱

建
物
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
木
簡
は
計
一
四
六
点
す
べ
て
が
二
条
大
路

の
北
側
溝
ａ
ご
に
呂
か
ら
出
土
し
た
。

　
二
条
大
路
北
側
溝
７
し
に
呂
は
他
の
遺
構
と
と
も
に
三
時
期
に
大

別
で
き
る
。
Ａ
期
に
は
幅
四
・
二
ｍ
、
深
さ
〇
・
九
ｍ
の
素
掘
り
の

東
西
溝
で
、
発
掘
区
の
東
寄
り
に
は
護
岸
の
杭
を
残
し
て
い
る
。
Ｂ

期
に
は
門
基
壇
の
掘
込
み
地
業
が
行
な
わ
れ
た
時
に
、
基
壇
前
面
の

幅
三
二
ｍ
の
部
分
の
両
岸
に
人
頭
大
の
石
を
五
段
積
み
上
げ
て
護
岸

し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｃ
期
に
な
る
と
、
こ
の
護
岸
部
分
は
完
全
に
埋

め
た
て
ら
れ
、
∽
ご
に
呂
は
門
の
東
・
西
端
で
Ｉ
に
ま
る
浅
い
素
掘
り

の
溝
に
両
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
溝
の
埋
上
は
Ｂ
期
ま
で
を

下
層
（
暗
灰
砂
）
　
・
上
層
（
暗
灰
粘
土
）
に
二
分
で
き
、
木
簡
は
上

層
か
ら
五
六
点
、
下
層
か
ら
八
〇
点
の
出
土
を
確
認
し
て
い
る
。

　
こ
の
い
し
に
呂
の
木
簡
と
伴
出
し
た
遺
物
で
特
徴
的
な
の
は
人
形

と
墨
書
土
器
で
あ
る
。
人
形
は
門
の
前
面
を
中
心
に
二
〇
七
点
の
大

量
出
土
を
み
、
ま
た
墨
書
土
器
に
は
「
兵
部
」
「
兵
部
厨
」
「
兵
厨
」

　
「
民
厨
」
「
三
番
」
な
ど
の
記
載
が
あ
っ
て
、
南
面
東
門
付
近
の
官

司
推
定
に
有
力
な
史
料
を
提
供
し
て
い
る
。

　
第
二
一
三
－
二
次
調
査
（
右
京
三
条
一
坊
十
三
坪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ｙ
ｏ
『
－
Ｈ
図
』
　
昭
和
5
5
年
４
月

　
本
調
査
は
住
宅
新
築
に
伴
う
事
前
調
査
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
、

調
査
地
は
平
城
京
右
京
三
条
一
坊
十
二
・
十
三
坪
の
南
端
に
あ
た
る
。

　
調
査
の
結
果
、
三
条
大
路
及
び
そ
の
北
側
溝
の
遺
構
を
検
出
し
た
。

三
条
大
路
北
側
溝
は
四
回
の
改
修
の
跡
が
認
め
ら
れ
、
廃
絶
の
時
代

の
上
限
を
最
終
期
の
溝
か
ら
出
土
し
た
平
城
宮
Ⅵ
期
（
平
安
時
代
初

頭
）
の
土
師
器
に
よ
り
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
木
簡
は
こ
の
三

条
大
路
北
側
溝
中
か
ら
一
点
出
土
し
た
が
、
墨
痕
は
判
読
が
む
ず
か

し
い
。

　
第
二
一
三
－
四
次
調
査
（
法
華
寺
西
南
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
谷
ゆ
吻
内
－
口
Ｘ
）
　
昭
和
5
5
年
４
月
～
５
月

　
本
調
査
は
、
宅
地
造
成
に
伴
う
事
前
調
査
と
し
て
実
施
し
た
も
の

で
、
調
査
地
は
法
華
寺
旧
境
内
の
西
南
部
分
に
あ
た
り
、
阿
弥
陀
浄

土
院
の
北
西
区
域
で
行
な
っ
た
第
八
○
次
調
査
の
北
側
で
、
阿
弥
陀

浄
上
院
の
北
辺
の
位
置
に
あ
た
る
。

　
検
出
し
た
遺
構
は
掘
立
柱
塀
二
条
、
溝
、
園
池
な
ど
で
あ
る
。
塀

は
東
西
に
走
る
一
条
が
、
後
に
近
接
し
て
や
や
北
に
つ
く
り
か
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
東
西
塀
の
す
ぐ
南
側
に
は
幅
二
・
七
ｍ
、
深
さ
○

２　－



・
五
ｍ
の
素
掘
り
の
東
西
溝
が
あ
り
、
一
方
北
側
に
は
五
ｍ
お
い
て
南

岸
を
み
せ
る
園
池
を
検
出
し
た
。
調
査
区
が
狭
い
た
め
こ
の
池
の
全

容
は
な
お
明
ら
か
で
な
い
。
右
の
東
西
溝
の
南
は
坪
境
小
路
の
位
置

に
あ
た
り
、
東
西
塀
は
法
華
寺
境
内
を
区
画
す
る
施
設
と
考
え
ら
れ

る
。

　
木
簡
は
東
西
溝
か
ら
四
四
点
が
木
製
品
・
土
器
・
軒
瓦
等
と
と
も

に
出
土
し
、
ま
た
園
池
の
埋
土
か
ら
も
一
点
が
出
土
し
た
。
出
土
し

た
土
器
類
は
溝
・
池
と
も
に
奈
良
時
代
後
半
の
も
の
で
占
め
ら
れ
て

い
る
。

　
第
二
百
一
－
二
三
次
調
査
（
平
城
京
西
市
跡
Ｉ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
６
Ａ
Ｓ
Ｉ
図
）
　
昭
和
5
5
年
１
１
一
月
～
1
2
月

　
本
調
査
は
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
計
画
に
関
連
し
て
奈
良
県
教
育
委
員

会
の
依
頼
を
受
け
て
実
施
し
た
も
の
で
、
大
和
郡
山
市
九
条
町
に
お

い
て
延
べ
三
二
〇
�
に
わ
た
り
発
掘
し
た
。
調
査
地
は
右
京
八
条
二

坊
五
・
六
・
十
一
・
十
二
坪
に
比
定
さ
れ
る
平
城
京
西
市
の
西
南
の

隅
の
十
二
坪
に
あ
た
り
、
坪
内
の
五
ケ
所
で
ト
レ
ン
チ
調
査
を
行
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
西
市
の
南
を
限
る
八
条
大
路
の
北
側
溝
、
西
市

内
の
十
二
坪
を
南
北
に
二
等
分
す
る
掘
立
柱
東
西
塀
の
ほ
か
、
掘
立

柱
建
物
三
棟
な
ど
の
遺
構
を
検
出
し
、
帯
金
具
・
和
同
開
作
・
神
功

開
宝
・
曲
物
・
多
量
の
須
恵
器
・
土
師
器
等
の
遺
物
を
得
た
。
。

　
木
簡
は
西
市
の
南
限
を
東
西
に
走
る
幅
二
ｍ
、
深
さ
〇
・
六
ｍ
の

八
条
大
路
北
側
溝
（
上
層
）
か
ら
、
削
屑
三
点
を
含
む
計
五
点
が
出
土

し
た
が
、
い
ず
れ
も
判
読
困
難
な
墨
痕
を
と
ど
め
る
の
み
で
あ
っ
た
。

第
て
ご
ニ
ー
ニ
ェ

（
次
調
査
（
東
二
坊
坊
間
大
路
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
Ａ
」
Ｈ
　
Ｋ
）
　
昭
和
5
5
年
1
2
月

　
本
調
査
は
宅
地
造
成
に
伴
う
事
前
調
査
と
し
て
実
施
し
た
。
当
該

地
は
左
京
二
条
二
坊
五
坪
の
東
北
隅
に
あ
た
り
、
第
四
四
・
六
八
次

調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
る
平
城
京
東
二
坊
坊
間
大
路
西
側
溝
を
延
長

し
た
位
置
に
発
掘
区
を
設
定
し
た
。

　
検
出
し
た
遺
構
は
、
東
二
坊
坊
間
大
路
と
そ
の
西
側
溝
∝
口
詔
回
、

南
北
溝
一
条
、
柱
穴
二
、
土
墳
二
で
あ
る
。

　
木
簡
は
計
一
八
点
が
す
べ
て
東
二
坊
坊
間
大
路
西
側
溝
∝
つ
詔
回

の
下
層
か
ら
出
土
し
た
。
叩
口
回
回
は
幅
二
・
五
ｍ
、
深
さ
Ｉ
ｍ
弱
で

肩
に
段
を
つ
け
て
お
り
、
西
岸
に
は
護
岸
の
し
が
ら
み
を
設
け
て
い

た
。
同
溝
出
土
遺
物
に
は
木
簡
の
他
に
、
櫛
・
人
形
・
曲
物
・
独
楽

型
木
製
品
等
の
木
製
品
、
和
同
開
作
・
帯
金
具
・
飾
金
具
や
、
奈
良

時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
土
師
器
・
須
恵
器
・
転
用
硯
、
そ

し
て
緑
柚
平
瓦
を
含
む
瓦
、
バ
‥
）
点
に
及
ぶ
縛
な
ど
が
あ
っ
た
。
「

３　－-



和
」
「
下
」
等
の
墨
書
土
器
や
「
老
」
の
刻
印
を
も
つ
文
字
瓦
も
右

に
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
木
簡
と
共
伴
す
る
下
層
出
上
の
土
器
は

平
城
宮
田
期
（
八
世
紀
中
葉
）
の
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。

　
第
Ｔ
一
五
次
調
査
（
九
条
大
路
）
　
ぶ
Ａ
Ｉ
　
Ｍ
Ｋ
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
5
5
年
Ｈ
月
～
昭
和
5
6
年
１
月

　
本
調
査
は
、
平
・
城
京
九
条
大
路
上
を
通
る
県
道
城
廻
り
線
の
計
画

に
付
随
し
た
水
路
つ
け
か
え
工
事
に
伴
う
事
前
調
査
と
し
て
実
施
し

た
。
東
西
に
細
長
い
工
事
区
域
に
規
制
さ
れ
つ
つ
、
右
京
九
条
一
坊

の
四
・
五
・
十
二
坪
の
南
端
部
に
四
ケ
所
の
発
掘
区
を
設
定
し
、
条

坊
関
連
遺
構
の
検
出
を
め
ざ
し
た
。

　
調
査
の
結
果
、
九
条
大
路
・
同
北
側
溝
、
そ
れ
ら
に
接
続
す
る
西

一
坊
坊
間
大
路
・
同
西
側
溝
、
右
京
九
条
一
坊
四
・
五
坪
坪
境
小
路
・

同
側
溝
、
右
京
九
条
一
坊
の
南
辺
築
地
の
雨
落
溝
等
の
遺
構
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
木
簡
は
そ
の
う
ち
九
条
大
路
北
側
溝
か
ら
七
点
、
同
側
溝
と
右
京

九
条
一
坊
五
坪
の
東
南
端
の
南
辺
築
地
南
雨
落
溝
と
の
間
に
検
出
し

た
井
戸
か
ら
一
点
の
合
計
八
点
が
出
土
し
た
。

　
九
条
大
路
北
側
溝
は
埋
土
が
下
層
（
灰
色
粘
土
）
で
し
が
ら
み
の

護
岸
が
あ
る
Ａ
期
、
同
じ
く
し
が
ら
み
護
岸
の
み
ら
れ
な
い
Ｂ
期
、

埋
土
が
上
層
（
青
灰
色
砂
）
の
Ｃ
期
の
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
出
土

土
器
は
下
層
か
ら
平
城
宮
ｍ
期
、
上
層
か
ら
同
Ⅳ
期
～
平
安
時
代
初

頭
の
も
の
が
出
て
お
り
、
右
の
三
期
は
各
々
奈
良
時
代
前
期
、
同
中

期
、
同
後
期
～
平
安
時
代
初
頭
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

溝
か
ら
の
木
簡
出
上
地
点
は
、
右
京
九
条
一
坊
四
・
五
坪
坪
境
付
近

の
下
層
（
五
点
）
と
、
五
坪
西
南
隅
（
二
点
）
の
ニ
ケ
所
で
あ
る
。

　
井
戸
出
土
の
木
簡
に
は
、
奈
良
時
代
初
頭
の
土
器
数
点
が
伴
出
し

て
い
る
。

　
な
お
、
平
城
宮
車
院
西
辺
地
区
の
第
二
一
八
次
調
査
(
６
　
Ａ
」
Ｒ

－
Ｑ
　
Ｋ
　
昭
和
5
6
年
１
月
～
）
に
お
い
て
も
木
簡
が
出
土
し
つ
つ
あ

る
が
、
現
在
調
査
継
続
中
で
あ
り
本
概
報
に
は
収
録
し
な
い
。

二
、
木
簡
の
形
態
分
類

6
０
１
１
型
式

呂
ぶ
型
式

呂
芯
型
式

長
方
形
の
材
。

長
方
形
の
材
の
側
面
に
孔
を
穿
っ
た
も
の
。

一
端
が
方
頭
で
、
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て

原
形
の
失
わ
れ
た
も
の
。
原
形
は
目
に
・
目
脂
・
呂
印

型
式
の
い
ず
れ
か
と
推
定
さ
れ
る
。

４　－



6
０
２
１
型
式

目
回
型
式

色
沢
型
式

小
形
矩
形
の
も
の
。

小
形
矩
形
の
材
の
一
端
を
圭
頭
に
し
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も

の
。
方
頭
・
圭
頭
な
ど
種
々
の
作
り
方
が
あ
る
。

吉
治
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も

　
　
　
　
　
の
。

吉
お
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
、
他

　
　
　
　
　
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。

自
治
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
か
お
る
が
、

　
　
　
　
　
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た

　
　
　
　
　
も
の
。
原
形
は
吉
沢
・
呂
治
・
吉
お
型
式
の
い
ず
れ
か

　
　
　
　
　
と
推
定
さ
れ
る
。

容
認
型
式

目
沼
型
式

目
印
型
式

目
呂
型
式

呂
芦
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
が
、
他
端
は
折

損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の
。

原
形
は
呂
治
・
宮
口
型
式
の
い
ず
れ
か
と
推
定
さ
れ
る
。

用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。

用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。

折
損
、
割
截
、
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し

な
い
も
の
。

沼
沢
型
式
　
削
屑
。

一一４

一

凡
　
　
例

卜
　
釈
文
は
出
土
遺
構
ご
と
に
掲
げ
る
。
最
上
段
に
出
十
地
点
（
ア

　
ル
フ
て
べ
。
卜
・
数
字
）
、
つ
ぎ
の
段
に
形
態
に
よ
る
型
式
分
類
番

　
号
（
本
概
報
で
は
千
位
の
６
を
省
き
、
三
桁
の
数
字
で
表
わ
す
）

　
を
そ
れ
ぞ
れ
記
入
し
た
。

�
　
釈
文
に
加
え
た
符
号
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

く

く

■
－

ロ
ロ
ロ

ロ
川
口

口
白
口

口
　
口

●

Ｌ＿

抹
消
し
た
字
画
の
あ
き
ら
か
な
場
合
に
限
り
原
字
の
左
傍

に
付
し
た
。

抹
消
に
よ
り
判
読
困
難
な
も
の
。

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
確
認
で
き
る
も
の
。

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
が
推
定
で
き
る
も
の
。

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
数
え
ら
れ
な
い
も
の
。

記
載
内
容
か
ら
み
て
上
ま
た
は
下
に
少
く
と
も
一
字
以
上

の
文
字
を
推
定
し
た
も
の
。

異
筆
、
追
筆
。

合
点
。

木
簡
の
表
裏
に
文
字
の
あ
る
場
合
、
そ
の
区
別
を
示
す
。

５　－一



カマ

マ

ｒ八

Ｊ

へ

W

編
者
が
加
え
た
注
で
疑
問
の
残
る
も
の
。

文
字
に
疑
問
は
な
い
が
意
味
の
通
じ
難
い
も
の
。

校
訂
に
関
す
る
注
の
う
ち
、
本
文
に
置
き
換
わ
る
べ
き
文

字
を
含
む
も
の
。

右
以
外
の
校
訂
注
お
よ
び
説
明
注
。

回
　
釈
文
の
出
土
地
点
の
上
に
付
し
た
※
印
は
、
口
絵
図
版
に
写
真

　
を
掲
げ
た
木
簡
を
示
す
。

６一



計躬Ｑ
ｙ

Ｑ
８器Ｑ

夕
Ｑ
ざ

∂/?

第
一
二
〇
次
調
査
(
６
Ａ
」
Ｆ
　
-
Ｐ

一
条
条
問
大
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ａ

参
向
寮
家
居
薇
渚

£）

ヽ一

oil

’
國
養
も
。
き
肝
心
幌
ぼ
咽

・
夭
炊
司
前
謹
申
錦
識
者

・
え
λ
物
者
問
給
由

ツ
３
氷

男
色
回

o碑

口
　
　
口

才
水
末
呂

池
九
口

口
口
　
口
口

口
　
口
末
呂

口
口

口口

口
口

口
口

　
・
　
一
二
詞
で
ザ
九
日

剛
ロ
ロ
服
か
農
口
宿
本

Ｑ
７

Ｑ
ｊ

00.

阿路

01 fぽθ
／～θ

QO.

和

昭1

夥
Ｑ
ダ

Ｃ
Ｓ
^
ｘ
j
｡

∂μｊＱ
″

ク

洙
五
ダ
下
典
村
余
抄
買

才
贋
石
剔

白
娶
ア
ハ
末
昌

・
物
ア
錐
本
呂
早
マ
範
子
具

・
口
口

荒
木
部

・
口
口
口
口

・
押
永
伐

・
大
万
呂

・
口
口

●

戈イ

口禾

=貳

沓
入

水

目
口
口

ロ
ロ
ロ

万
呂

万
名
口

　
　
〔
Ｊ
　
〔
Ｊ

門
川
‥
〕
匯
七
ふ
上
ロ
ロ

曰
下
了
子
口
　
口

i口

帽

物
ア
ロ
［

右
口７　－一



米

卯
汀

浮腎
Ｑ
″
ｂ

Ｑ
ｊ
ａ

da

j7

尺
夕
Ｑ
～

ひ91哨
／ｊ∂

口
口
口
口
口
口

・
養
老
玉
扉
九
月
々
日

又
訊
が
ロ
ロ
ロ

長
ロ
ニ

月
六
曰
口

四
　
口
月
４
.
日

聊
９
″

。
Ｍ

c
但
馬
”
］

・
口
口
口
口

口
６
万
ろ

・
ユ
月
二
月
二
月
口

・
廉
仇
頒
・
非
理
刃

矢
田
や
ず
唇
三
斗

矢
田
ア
木
身
才
六

ム
對
岬
川
よ
里

や
滞
米
今
升

米

誠μ

ａ
７

Ｇ
Ｓ背腎蹄

米

PQ

80

ひJ9

悟
申
國

暮
ヱ
斗

ﾉJヽ

口

吼
・
滉
路
㈹
犀
五
万
物
部
里
八
九

　
・
竹
野
君
沸
遮
七
匹
回
心
口
示
。

剛
・
ロ
ロ
澗
口
口
謂
山
水
里
ロ
ロ

　
ー
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
　
Ｕ

∂3?

　
口
口
　
口
口
口

口
　
米
六
斗

哨
　
口
池
ニ
ハ
「
」
置

旧
池
Ｓ
Ｇ
五
八
〇
〇
Ａ

0別

　口

　連

庫二
二、

ロ
ロ
ロ
丁
江
引

口

合

釘
呑
（
十

釘
千
九
当
五

十

穴



米

淳
Ｐ
‐
５

Ｃ
／

ｐ

Ｉ

’
｀
Ｊ
’

o
―

米
に
勁

第
一
二
二
次
調
査

一
条
大
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ

Q//

●

6
Ａ
Ａ
Ｙ

一
五
〇

大
膳
兼
営
八
勢
莉
禄
紐

八

月
口
日
口
口
口

　
　
　
［
近
哉
］

二
匹

（
端

ツ
鏝
が
乱
鴉
　
。
。
。
他
日
受
食
米

朗

’
［
４
謳
添
口
口
口

内
‥
神
高
田
丹
沁
門
出
ぺ
曰
ｓ
／
冶
口

口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

　
　
　
　
口
口
　
口
Ｊ

哨
口
終
会
を
自
家
詐

麗帰
‥

Ｏ
Ｑ
Ｆ
�

Ｐ
Ｉ
ア

o
―

∂/ｙ

右
冷
冷
礦
灰
吹
呼

副
・
口
月
せ
七
日
内
顧
ロ
ロ

　
　
　
　
ロ
ロ
ロ
ロ

・
ん
同
心
口
口

昭1

啓
亀

∂別

●ｒ’へ

滸

で
口

宵
Ｊ

口
口
口
口
口
口
口

口
　
口

汀
　
副
　
口
口
口
口

口
ぼ
限
乙口

口
口
口
口

浪
八
集
今
伎
事
間
翁
φ
λ
口
口

米
ぶ
哨
　
川川
・
造
浙
司
利
衛
門
府
蒜
局
豺
豆
哀

・
ま
状
知
以
今
日
令
恚
偽
具
状
以
淋
’

　
　
　
　
天
平
三
浦
竺
月
廿
日
従
七
砿
ユ
行
か
苫
ケ
蜀
サ
恚
ご
足
」

９



Ｐ
り

Ｆ
之

Ｐ
ワ

Ｃ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

浮Ｆ
７

Ｆ
７

Ｏ
Ｑ
Ｆ
２

０
０

Ｆ
λ

俘/

L」

口

口

口
子
人

？／θ／碑
．

／夕θ／？θひ字/

・
口
口
序

　
　
　
’
｀
／

　
口
哉
応

・
十
屈

　
。
Ｉ
口

口

ぶ
�
口

φ

向

・
口
口
鴎

・
口
口
口

口
か
十
王

九犬
ぜ

告
ｆ
声
％

口
口

　綿口函口

診

察蜂
口口口

卜そ口口き
　
　
口

口
口

恙

口口

西口

米

Ｐ
ぢ

Ｃ
ｊ

０
？

Ｆ
／

Ｐ
～

Ｆ
£

０
６

Ｃ
／

留
‥

時/

　口

∂/?
１ｙ

Ｑ
Ｏ∂巧oil

CO

/乎

昭/

二
苛

知
口
英
馬
口
口
口
口

口
目
送
口
口
前
口

・
プ
　
屁
口
乱
心

　
　
　
車
屑
受
瓦

・
夭
平
面
渫

・
四
済

・
天
平
六
斗

・
口
口
口
劫

ふ
跳
石
牟
侈
月

　
　
　
　
賓
口

10



Ｐ
５

Ｃ
／

Q
-
Ｄ
Ｏ

ｏ
―

ｒ
１

Ｆ
２

u
-
O
f
t

Ｃ
Ｏ

０
４
－

Ｃ
１

Ｏ
ａ
Ｆ
氾

a
_
w
>

Ｃ
／

Ｐ
θ

Ｆ
つ
｀

ツ
尾
唇
＼
＼
l
智
多
刃
１
具
男

　
・
　
　
口

７β0３‘1　（剛呪り/0引G3

仔
豆
国
加
薦
刃
口
日
郷
戻
函
７
多
泉
・
か
調
口

丹

國

苧

誓
昌
蕃
交
刃
賀
そ
男
白
藍
ユ
オ

口。

Ｊ
が
賀
茂
郡
ロ
ロ
岬
三
和
ｊ

Ｐ

-
ｃ＾

Ｆ
２
一

Ｐ
７

Ｃ
－

O
Ｃ
ｉ
Ｃ
)

Ｃ
／

Ｐ
ｇ
ｙ

o
Ｏ

Ｏ
ｇ
ｙ

Ｃ
ノ

　ぽ1

口口

ロノト

席野

本里

八

斗

朗

　
〔
野
泳
ｄ

ロ
ロ
ロ
従
七
位
下
大
伴
口
口

・
口
位
下
洒
川
軋
ん

剛
口
米
三
井

朗
Ｌ
ｔ
米
一
石
知
将
嶮
升
口

●

∂3λ

－

格
前
㈲
よ
差
ぞ
守
煮
愕
立
原
里
勁
心
回
に
リ
ィ
乃
ｊ

益
珠
都
ち
暴
笞
走
玉
え

｛
ｒ
6

0
／

７／ａ

口

二
八
升
・

片
口

11－-



Ｐ
５

Ｃ
１

ｐ
Ｉ
Ｉ

Ｆ
λ

Ｐ
６

Ｃ
Ｉ

ｐ
-
ｏ

Ｃ
／汀

Ｐ
ワ

Ｃ
１

o円∂５1∂別
’
・
・

昭

〔
謹
梵
〕

・
ａ
口
口
口
〔

・
賀
二
翫
ご

捨
刻
銘
暇
々

玉
十
文
重
ぷ
口

首
一
丿
百

回
ロ
ロ
俵
泉
づ
ず

§
　
・
ｎ
ｎ
ｎ

口

第
一
二
三
－
四
次
調
査
（
ぶ
ゆ
勺
ｘ

東
西
溝

む

一

米
Ｃ
c
ｒ

Ｄ
２
Ｊ

DC
3?

Ｇ
０
-

Ｄ
３

Ｃ
Ｏ

Ｄ
今

Ｃ
ｏ

Ｄ
左
″

／σ
θθ

／～乃
ｙ

狛
首
乙
山
謹
解
申

ロ
ロ
十
二
箇
月
利
本
口
貳
拾
ロ
ロ
ロ

　
ロ
川
】

　邨/

口

山口

　
Ｆ
３

剛
　
「
‥
」
長

昭/

・
口
些

●

口

大
角

合
十
口
口

　
　
回
心

俸

春
気

田
口
　
｝
！

口緬

口紅]L
口叫叫コ

　ロ一忙］

ロド・

　口し⊆L

　雙⊆♭

口口口

レ〕

口
口
　
口

　
口

口

12



米
o
ｏ

Ｄ
″
｀
／

ｒ
馮
ｙ

Ｄ
參

o
ｏ

ｐ
争

Ｃ
？

Ｄ
３

Ｃ
７

Ｄ
Ｊ

Ｊ
・
兵
衛
栢
弟
山
乙
乙

／？θ／？ひ

口
月
十
三
日

弧
五
下

(印

ﾚk

当

用
瀬
石

石
口
口

乙
乙

　
口

第
一
二
三
一
二
六
次
調
査
（
ぶ
ｙ
ｒ
コ
）

東
二
坊
坊
間
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
八
七
〇

叩
岬
勢
爾
・
容
器
凌
冨
男
ヂ
可
石
前
俑
鈴
壹
首

　
　
　
　
神
＆
ぶ
斗
十
月

？／θ

口
口
口

　
　
口

凶
・
洒
臨
海

・
口
　
口

口

所
九
九

T
ｔ
ｉ
ｌ
ｆ
　
Ｄ
ｊ
Ｊ
＾
ｂ

口
s

081

・
口
萬
里
口
λ
口

/Ｗ

’
口
口
口
口
口
『
一
ｆ
口

第
一
二
五
次
調
査
(
６
Ａ
Ｉ
　
Ｍ
)

九
条
大
路
北
側
溝

？
口
口
道
在
道
杓

　
．
起
座
口

13 －



回ヨ既発掘地

ロコ昭和55年度発掘地

　●　木簡出.L地点

平城宮木簡出土地点略図

[コ

ー

[コ

=･･一

口

口]口

－１]酉隆寺

[コ

ロコ[コ
ロ]｢¬

[コ
[コ
ロ]

[コ

一

ｌ（１　１
ﾛコ

匹[コ
蛮回口

Å

ｏ木簡出土地

●昭和55年度木簡出土地平城京木簡出土地点略図

Ｌ
町
ｌ
ｖ
Ｌ
ｎ
旧
旧
Ｕ

日
口
口
囲
れ
】
口
剛
口

目
白
口
口
口
口
口
口

日
口
口
口
口
口
口
口


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17

