
昭
和

34
年
平

城宮

跡
第
２

次
発

掘
調
査

概要

が の れ れ 西 せ る 立　 た 少 ら　　 北 条 月
Ｂ 何 遺 る を に ず　 ゜ て Ａ　 ゜ く の 調 隅 通15 特
群 ら 溝 点 さ 走　 ｀ こ さ 群 か と 建 査 を の 日 別

か が が か る た の ら　　 り も 物 の し 北 ま 史

平　

｜　
の 残 あ い の だ 土 に　

｜　
に ７ が 結 め 側 で 跡

城　 Ａ 南 ら　り に が 発 盛 １　こ そ 回 造 果 る　｀ の ７
宮　 群 北 な　 ｀ 当 認 掘 り ｍ の れ 以 営　｀ 一 佐148 平

跡　 の の か の 時 め 地 と
以 地 ら 上 さ 堀 劃 紀 日 城

第　石 境 つ ち の ら 南 共 上 域 を に れ 立 で 池 間 宮
子　 敷 界 た に 地 れ 端 に の の Ａ わ た 柱　｀ の に 跡
次　 の の も 北 表 た に 造 上 原 ｜　た 時 式 調 東 わ1 一
発　 北 役 の 方 が　 ゜ コ ら 盛 地 Ｇ つ 期 の 査 側 た の
芻　 側 目 と の 南 こ ブ れ り 形 群 て の 建 面 に つ 第

査　 を を 解 地 で の シ た を は と こ 先 物 積 あ て ２
概　 削 は さ 域 低 石 大 と 行 沼 し の 後 の は た 実 次
要　 平 た れ が く 敷 の 推 つ 状 て 地 の 遺 約 り 施 発

し し る 削　 ｀ は 礫 察 だ の 区 域 決 構30　 ｀ し 掘
て て　 ゜ 平 北 一 を さ の 湿 別 に 定 か ア 関 だ 調
全 い こ さ で 見 巾 れ が 地 し 造 に 重 Ｉ 野　 ゜ 査
体 た の れ は 雨 約 る こ 帯　 ｀ 営 は な ル 貞 本 を
を　こ　こ　 ｀ さ 落6d 建 の だ 記 が 非 り に 博 回 昭
な と と そ　ら 溝 ｃｍ 物 地 つ 述 行 常 あ 達 士 の 和

ら を は の に の に の 域 た す わ な つ し 推 調34
し 推 同 だ 高 如 な 遺 の ら る れ 困 て た 定 査 年

｀ 測 時 め か き　ら 構 最 し　 ゜ た 難 検　 ゜ に 地 ７
掘 さ に Ａ つ 形 べ は 初 く　　 こ を 出　　 よ 域 月

立 せ　 ｀ 群 だ 態 た な の　｀　　 と 伴 さ　　 る は21
柱 る こ 時 と だ 石 ん 造 そ　　 を な れ　　 内　｀ 日

の　 ゜ の 期 考 が 敷 ら 営 れ　 知 つ　｀　 裏 通 か
建　　 石 の え ．` が 判 で を　　 り た そ　　 の 称 ら
物　　 敷 他 ら こ 東 明 あ 埋　 得 が れ　 西 一12

::
ぺ
::

建

築

考

古

間 物 南 調　　 つ 柱 も 真 あ 柱 の 棟 行 尺 は 平 が
。 に 北 査 Ｃ て 間 わ 北 る と も に ３ 以 同 行 建
柱 一 １ 地 群 い 寸 れ に こ 関 の 平 間 下 一 し て
間 部 間。域　　 く 法 る 平 と 仕 で 行 分 同 規 て ら
各 重 。 の　

｜　
か の　 ゜ 行 が 切　｀ す を 様 模 北 れ

約 な 柱 ほ　２ は 一 こ し 注 中 ３ る 確 ぺ の 約 た

3.0 り 問 ぽ 棟　 ｀ 致 の て 意 央 間 北 認 各 も45　
°

ｍ　 ｀ 約 中 の 今 に 南 対 さ 柱 ご の し 建 の ｍ 建
｜　そ3.6 央 建 後 よ 北 置 れ は と 建 た 物 で の 物
９ の ｍ に 物 の つ の す た 根 に 物 の は　｀ と は

尺 北　｜　位 か 諞 た ４　る　 ゜ 固 間 は み ほ 東 こ 石
し に12 置 ら 査 の 建 形 こ 石 仕 東 で ぽ 西 ろ 敷
で 検 尺 し な に で 物 勢 の 様 切 西　 ｀ ９　５ に を
｀　出　ｗ　 丶　り ま あ を を 北 の が13 以 ｍ 関 東 ま
東 さ の 東　 ｀ た る 一 示 の 石 あ 関 東 の　｀ 西 た
限 れ も 西　１　ね　 ゜群 し 建 を つ　｀ は 間 南 に い
は た の　３　棟 ば こ と　｀ 物 伴 た 南 調 隔 北 長 で
諞 も で 間 は な の し そ は つ ら 北 査 を ２ い 東
査 の あ 。 Ｂ ら Ｂ た の 南 た し ２ 地 お 間 １ 西
地 で る 柱 群 な 群 の 間 の 浅 い 開 域 い 。 棟 に
域　 ｀　゜ 間 の い 建 は は ３ い　 ゜ 。 外 て 柱 の ３
外 東 他 各 南　 ゜ 物　｀ 広 棟 掘 側 柱 に い 間 建 棟
に 西 の 約 中　　 が こ い の り 柱 間 延 る 各 物 建
あ　２　１ ２．７ 央　　 東 の 空 う こ は 各 び　 ゜ 約 が ち
る 問 梳 ｍ 建　　 へ よ 地 ち み 掘 約 て 東 ３ あ な
゜ 以 は　｜　物　　 ど う で 西 に 立 ３ い 端 ｍ る ら
こ 上 Ｂ　９　の　　 の な あ ２ よ 柱 ｍ る の　｜　 ゜ び
の　 ｀ 群 尺 北　　 程 平 つ 棟 る だ ！　 ゜ 建 天 南　｀
２ 南 南 ゛ 約　　 度 行 だ の も が10 こ 物 平 の そ
棟 北 東 以10　　 連 性 と ほ の　｀ 尺 の は 尺 ３ れ
は ２ 建 上 ｍ　　 な や お ぽ で 妻 し ３ 桁10 棟 に

ｊ
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Ｂ

群

以

外

の
東

西

に
長

い
建

物

と

し

て

一
括

し

た
。

Ｄ

群

―

今

回

の
調

査

地

域

内

で

始

め
て

南

北

に
長

い
建

物

が

あ
ら

わ
れ

る

時

期

で

あ

る
。

２
棟

の
建

物

か

ら

な
り

、

１
棟

は
Ｂ

群
南

西

建

物
と

一
部

重
複

し

て

そ

の
北

に

検

出

さ

れ

た

も

の

で
、

南

北

５

間

東

西

２

開

（

柱

開

各

約
2
.
3
m
－

7
.
5
1尺

）

で

あ

る

。

こ

れ

に

平

行

し

て

西

約
2
.
4
mに

あ

る

他

の

Ｉ

棟

は

、

東

西

２

間

（

柱

間

各

約
2
.
4
m
－

８

尺

）
、
南

北

５

間

（

柱

間

各

約
2
.
7
m
－

９

尺

）

の
身

舎

の

西

に
柱

間

３
ｍ
－
1
0
尺

の
廂

が
つ

き

、

側

柱

列

の
外

約

１
．
 

３
ｍ

の

と

こ

ろ

に

巾

約

０
．

４
ｍ

の
雨

落

溝

が
め

ぐ

つ

た
建

物

で

あ

る
。

ど

ち
ら

も
掘

立
柱

で

、

雨

落

溝

も
特

別

の
構

造

は

な

い
。

Ｅ

群
Ｉ

Ｄ

群

建

物

廃

絶

後

、

そ

の

東

方

建

物

中

央

附

近

に

南

北

に

な

ら

ん

だ

掘

立

柱

掘

方

を

伴

う

造

営

が
行

わ

れ

た

。

こ

の
柱

列

の

柱

間

は

各

約

３
ｍ
－

1
0尺

で

、

調

査

地

域

内

に
1
4
本

確

認

、

総

延

長

約
4
8
m
に
お

よ

び
、

全

調

査

地

２

ﾌﾟ

背　

ｌ

＠　　　　　　 図

Ｃ ㎜㎜　　㎜〃--Ｏ　　 ，一一…… 一一一，

日　

Ｏ　
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白
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ぷ

第1 図　第二次調査地域実測図



域
を
東西
に分
割
す
る形
勢を示
して
い
る
。
塀又
は
柵の
如
き
もの
の
遺
構で

あろ
うか
。

こ
の
の
ち
に
、
全地
域
に
わ
たり
第２
回
目
の
土
盛り
がおこ
な
わ
れて
い
る
。

特
に
南西
に
厚
く（
約
6
0
m

）、東
お
よ
び北で
は
薄
い
。こ
の
土
盛
り
か
行
わ
れ

物建東群Ｂ第２図

た
の
は
、
原
地
形

が
南
西
に
下
っ
て

い
たこ
と
か
ら
お

し
て
、
第
１
次
土

盛
り
以
後
か
な
り

の
地
盤
沈
下
が
あ

っ
た
た
め
で
は
な

か
ろ
う
か
。

こ
の
第
２
次
土

盛
り
工
事
以
後
に

２
群
の
遺
構
が
あ

る
が
、
そ
の
間
に

時
間
的
前
後
関
係
。

が
あっ
た
か
ど
う

か
は
確
認
で
き
な

かっ
た
。

Ｆ
群－

Ｅ
群

の
柱
列
の
西
約
６

ｍ
に
平
行
し
て
な

平
城
宮
跡
第二
次
発
掘
調
査
概
要

ら
ぶ同
様
な
掘
立柱
列
の
遺
構で
あり
、
同
じ
性
格
の
もの
と
考え
ら
れ
る
。
第

２
次
土
盛り工
事
直
後
も
、
その
直
前
と
ほ
ぼ同
じ
状況
だっ
たと
推測
され
る
。

Ｇ
群－

現
在の一
条通
に平
行
し
て
、
第２
次
の
盛土
に
掘
り
開
い
た
２

列
の
溝
と
そ
の
間
か
土
塁
状
を呈
す
る
遺
構
があ
る
。
溝は
部分
に
よ
っ
て
異

る
が
、
巾
約
１．５

一
、
深
々
約
0
.
6

m
程
度
、
土
塁

状
の
部
分
の
巾

は
約
3
.
5
m

で
あ

る
。
お
そ
ら
く

東
西
に
走
る
築

地
と
そ
の
両
側

の
溝
の
遺
構
で

あ
ろ
う
。
ま
た

そ
の
南
の
溝
の

下
に
花
崗
岩
の

礎
石
か
２
個
埋

没
さ
れ
て
お
り
、

礎
石
を
用
い
た

建
物
が
こ
の
附

近
に
あ
つ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
遺
構
と

第３図　Ｂ　群　北　建物
Ｊ
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り
溜器上群Ｇ第４図

ほ

ぼ
同

時
期
と
遺

物
か
ら
推
定

さ
れ

る
特
殊

遺
構

か
お

る
。
そ
れ
は
調
査

地
域
の
中
央
北
よ

り
に
あ

る
東
西
約

４
ｍ

、
南
北
約
５

ｍ

、
深

さ
約
0
.
5
m

の
隋
円
形

の
坑
で
、

第
２
次
盛
王

に
掘

り
こ
ま
れ
て
い

た
。

そ
の

な
か

に
は
一

時
埋
没

さ
れ
た
状

態
で
、
主
と
し

て

供
膳
形
態
の
土
師

器

が
発
見

さ
れ

た
。

そ
の
器
形

の
種
類

は
限
ら
れ
、

総
数

は
約
２
千

個
体
に

の

ぼ
る
。
さ
ら
に
調
査
地
域
の
ほ

ぼ
中
央
附
近
で
、
２
個
の
凝
灰
岩
か
発
見
さ
れ

た
。

ど
ち
ら
も
第
２
次
土
盛
り
後
そ
れ
に
掘
り
こ
ん
だ
土
坑
中
に
お
ち
こ
ん
だ
状

態
で
発
見

さ
れ
、
と
も
に
約
5
5
m四
方
で
一
辺

に
え
ぐ
り

が
あ
り
、
両

者
を
あ
わ

せ

る
と
中
央
に
六
角
形
の
穴

が
形
成

さ
れ

る
。

以

上
の
よ
う
な
遺

構
に
と
も
な
っ

た
遺
物
と
し
て
は
、
瓦
類
は
平
城
宮
跡
の
他

の
部
分
と
比
較
し
て
発
掘
面

積
の
割
合

に
は
少

な
く
、
他

に
第

２
次

の
盛
土
巾
か

ら
万

年
通
宝
２
枚
、
神
功
開
宝
９
枚
、
不

明
１
枚

計
１２
枚

が
一
連
に
っ
な
ぎ
あ
わ

さ
れ
た
状

態
で
発
見

さ
れ

た
。
こ
れ
は
第
２
次
上
盛
工

事
実
施
時
期

の
上
限
を
示

し
て

い
る
。
遺
物
の
大
部
分
を
し
め

る
Ｇ
群
出
土
の
土
器
は
、
出
土
状
況

が
特
異

で
あ
る
と
と
も
に
、

ほ
と
ん
ど
が
供
膳
形

態
で
し
か

も
器
形
の
変
化

が
少
な
く
多

数
で
あ
り
、
整
理
後
に
は
当
時
の
宮
廷
生
活
の
一
部
を
考
え
し

め
る
資
料

と
な
る

で
あ
ろ
う
。
ま

た
そ
の
絶
対
年
代
も
比
較
的
短
期
問
に
限
定
さ
れ
、

土
器
編
年
研

究
上

に
も
重
要

な
手
掛
り
と
な

る
。

以

上
が
本
同

の
調

査
結
果

の
概
要
だ

が
、
通
観
す

る
と
、
こ
の
地
域

が
平
城
宮

の
中
央
地
区

の
北
部
に
位
置
し
、

そ
の
一

劃
を
南
北

に
区

切
る
一

つ
の
境
界

線
に

近
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
境
界
線
以
北
に
お
い
て

も
Ａ
Ｉ

Ｇ
群

に
み

ら
れ
た
多
数
回

の
造
営
工
事

の
行
わ
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
遺
構
を
個
々
別
々
に

の
み

で
な
く
、

組
合
せ

の
形
で
、
平
城
宮
全
体
と
の
関
連
の
う
ち
で
わ
ず
か
で
も

把
握
し
得
た
こ
と
、
そ
れ
ら
を
時
間
的

な
結

び
つ
き
か
ら
考
察
し
得

た
こ
と
、
こ

れ

が
本
回
の
調
査
の
一
つ
の
成
果
で
あ
っ

た
と
い
え

よ
う
。
こ
れ

は
約
3
0ア

ー
ル

と

い
う
人
而
積
を
倔
時
に
発
堀
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
し
得

た
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
一
群
の
遺
構
が
平
城
宮
全
体
に
お
い
て
は
た
し
て
い

た
よ
り
具
体
的

な
役
割
に
つ
い
て

は
何
ら
の
手
掛
り
も
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
今
回

の
発
掘
調
査
が
過

去
の
遺
跡

調
査
の
常
識

か
ら
す

れ
ば
、
大

規
模
だ

が
、
平
城
宮

跡
全
体
か
ら
す
れ
ば
わ
ず
か
に
そ
の

上
3
0
0
の
面

積
に
し

か
お
よ
ば
な
い
こ
と
を
考

え

る
と
、
そ
れ
も
止
む
を
得
ざ
る
と
こ
ろ
で
、

さ
ら
に
大
規
模
な
今

後
の
調
査
を

ま
っ
て
、
は
じ
め
て
解
明
さ
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　

（
田

中
　

琢
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