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昭
和
3
9
年
度
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
概
要

昭
和
3
9
年
度
に
お
け
る平
城
宮
跡の
允
掘
調
査
は、
調
査
部の
拡
充
に
と
も
な

っ
て
大
幅
に
進
展
し
、
調
査
回
数
は
1
6
次
か
ら
2
3
次
に
い
た
る８
回
、発
掘面
積

は§
｝ア
ール（
Ｗ・毋
ヘ
ク
タ
ール
）
に
達し
た
。
以下
に
そ
の
概要
を
の
べ
る

が、
昭
和
3
8
年
度
末
に
おこ
なっ
た
第
1
4
次調
査の
成
果
の
う
ち、
昨
年
度
の
年

報に
収
録で
き
な
かっ
た
も
の
を
も
あ
わせ
て
報
告す
るこ
とに
し
たい
。

本
年
度
は
宮
域
の
買
収
な
ら
びに
国
道
2
4
号
線
バイ
パス
の
建
設
計
画
と
関
連

して
、
宮
城
の四
至
を
明
確
に
す
る
必要
にせ
ま
ら
れ
たの
で
、
宮
域
の
東
西
南

北
の
各面
につ
き
、
宮
城門
ま
た
は大
垣
築
地
を
含
む区
域
を１
？
２
個所
ずつ

選
定
して
発
掘
を
おこ
なっ
た
。
ま
た別
に
、昭
和
3
4
年以
来
継
続的
に
調
査
を

おこ
なっ
て
き
た
通
称一
条
通
り
北
側の
地
域に
おい
て
も、
こ
れ
まで
の
発
掘

の
空
隙
を
う
す
めて
こ
の
方面
に
おけ
る調
査
に一
段
落
をつ
け
るた
め、２
個

所
に
わ
か
れて
発
掘
を
おこ
なっ
た
。

個
々
の
調
査の
調
査回
次・
地
区
名・
期
間・
面
積
につ
いて
は
第１
表
を
参

照
さ
れ
た
い
。

第
1
4
次
調
査（
続）
　宮城西
南隅

3
8
年
度
年
報に
収
録で
き
な
かっ
た
第
1
4
次調
査
後半
の
成
果
と
して
、
南面

の外
堀
と
弥
生式
時代
の
集
落
跡
につ
いて
報
告
す
る
。

卜
南面
外
堀∇

平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

第
1
4
次
調
査
の
際、
宮
城南面
　逼
″

大
垣
の
外
側
は
史
跡
指
定
地
外
に
　Ｉ

あ
る
た
め
全
面
発
掘
を
お
こ
な
わ
　
間

な
かっ
た
が
、
こ
の
部
分
に
平
安
　一
期

宮
と
同
様
な
外
堀
の
存
在
が
予
想
　
査

さ
れ
た
の
で
、
小
規
模
な
ト
レ
ン

千
を２
個
所
に
穿っ
て
堀
の
存
否
　
調

一

を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
築
地
か
　Ｉ

ら
幅
約
芯
らｍ
の
墟
地
をへ
だ
て

た
と
こ
ろ
に
外
堀
の
北
縁
を
検
出
　・
ほ

し
、
堀
内
か
ら
判
読
で
き
な
い
木

簡
と
曲
物
容
器
そ
の
他
の
木
製
品
　
地

を
発
見
し
た
が
、
ト
レ
ン
チ
が
小
　
査

規
模で
あっ
た
た
め
堀
の
幅
と
深
　一

さ
は
確
認
で
き
な
かっ
た
。
　
　一
調

Λ
弥
生
式
時
代
の
集
落
跡∇

昨
年
度
の
年
報
で
報
告
し
た
奈
　ＴＩＩ

良時
代
遺
構の下
層
か
ら、
弥生
　款㎜㎜　　　■㎜㎜■■　■　　　　　　　㎜■　　　　㎜　　　　　　㎜屏　　 調　　査　　地　　区　　　　。ﾌﾊﾞ ゛乳 昜

14　
西南隅　　6 ADH, F.I.J.K.L　　　　　　38. 12. 7 ― 39. 3. 31　57a

16　朱雀門　　6ABY, D.E.F.G　　　　　　　39. 2. 10 － 39. 10. 24　3517　朱雀門内方　6ABX, F.H.I　　　　　　　　　xx　　　　〃　　57
18　西面築地　　6 ADE, P　　6 ADF, J.K　　39. 5. 4 ― 39. 6. 13　25

1　19　内裏東外郭　6 AAC, M　　　　　　　　　　39. 5. 4 - 39. 8. 25　９
１ ２０　内裏北外郭　6AA0, F.G.M　　　　　　　　39. 7. 20 － 39. 11. 11　34
21　東面北門　　6 AAC, B.D.H.I.N　　　　　　39. 11. 16 

― 40. 3. 10　63
22北東

一坊大路　6 AAC, P.Q.R.S.T.U.V　　　　39. 11. 30 - 40. 5. 15　31
22臂黠ご 次回 冶長。。　40.

 2. 4 ― 4( ｡7.3　43
23　北面築地　　6 ABA, N　　6 ABN, B　　　39. 10. 3 － 39. 11. 24　７

第１表　昭和39年度発掘調査状況
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式
時代
後期
の
大
規
模
な集
落
跡
を発
見
し
た
。
もつ
と
も
集
落の
範囲
は発
掘

区
域の
境界
をこ
えて
、四
方の
未
発
掘区
域
に
及
んで
い
るの
で
、
全
貌の
究

明
は
今
後の
調査
に
ま
た
なけ
れ
ば
なら
な
い
。
今
回の
調
査で
検
出し
た
遺
構

は、
住居
跡
2
0
個所
、
埋
葬
施設２
佃
所
を
含
む
多
数の
土
壙
と
数
条の
溝で
あ

る
。
遺
物
は
多量
の
弥生
式
土
器
と
炭
化
米の
ほ
かに
少
量の
石
器
と木
製
品
を

昭
和
3
9
年度
平
城
宮発
掘調
査概要

第１図　第14次調査弥生式時代集落跡
採
集
し
た
。
住
居
跡
は
形
状
か
ら

次
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。

Ａ
、
方
形
の
竪
穴
住
居
　７
個
所

比
較
的
小
型
で
、
い
ず
れ
も
内

部
に
炉
が
あ
る
。
ＳＢ１４７７
　
･

１５４０の
２
個
は
竪
穴
の
内
周
に

そ
っ
て
浅
い
溝
を
め
ぐ
ら
し
て

い
る
が
、
他
の
も
の
は
こ
れ
を

欠
い
て
い
る
。
哇
穴
の
明
瞭
な

も
の
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

ＳＢ１５０５
　で
は
住
居
の
上
部
構

造
が
焼
け
落
ち
た
ら
し
く
炭
化

材
が
床
面
に
折
り
重
っ
て
遺
存

し
、
そ
の
一
部
に
は
捶
と
推
定

で
き
る
遺
材
が
、
放
射
状
に
な

ら
ん
で
い
る
状
況
が
認
め
ら
れ

た
。

Ｂ
、
1
1
1
1

‥形
の
竪
穴
住
居
　２
個
所

い
ず
れ
も
中
央
に
炉
を
設
け
、
竪
穴
の
内
周
に
そ
っ
て
浅
い
溝
を
め
ぐ
ら
し
て

い
る
。
ＳＢ１４７８で
は
こ
の
溝
の
内
側
に７
個
の
明
瞭
な
柱
穴
が
あっ
た
。

Ｃ
、
周
囲
に
溝
を
め
ぐ
ら
し
た平
地
住
居
　一１１
個
所

方
形
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
平
面
を
持
っ
て
い
る
。一
辺６
ｍ
前
後
の
も
の
が
多

い
が
、な
か
に
は
大
型
の
も
の
が
あ
り
、
最
大
のｓ
ヨ
５７５は一
辺
が１２
.３ｍ
で

あ
る
。
周
溝
は
幅
｝＆
？つ
亠ｍ
、
深
さ
2
0
？
5
0
皿で
、
溝
で
囲
ま
れ
た
内
部
は

旧
地
表
が
削
平
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
ＳＢ１５６５
以
外
は
炉・
柱
穴
が
全

く
認
め
ら
れ
ず
、
土
器
類
も
ほ
と
ん
ど
残っ
て
い
な
か
っ
た
。

住
居
跡
の
重
複
は
各
所
に
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
ＳＢ１５７５と
ＳＢ１５７７は
、
近第２図　第14次調査下層遺構実測図
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居
で
切
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
Ａ
が
最
も
古
い
型
式
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

Ｂ
と
Ｃ
が
重
複
し
た
例
は
な
い
が
、Ｃ
の
周
溝
か
ら
出
る
土
器
が
今
回
出
土
し
た

土
器
全
体
の
な
か
で
、
や
乂
新
し
い
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
、
Ｃ
が
後
出
の
型

式
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

各
所
に
散
在
す
る
上
墳
の
う
ち
２
個
所
は
、
内
部
に
大
型
の
壺
棺
を
収
め
て
い

る
の
で
、
明
ら
か
に
埋
葬
施
設
で
あ
る
。
そ
の一
つ
の
ＳＸ１４７６は
住
居
跡
ＳＢ

１４７８を
切
つ
て
つ
く
ら
れて
い
る
。
Ｓ｝
｛
にμ
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
∽
入
ご
曽
は

南
方
の
未
発
掘
地
域
に
の
び
る
大
き
な
も
の
で
、
人
工
の
上
端
か
自
然
の
凹
み
か

は
明
ら
かで
な
い
が
、
内
部
の
堆
積
土
か
ら
土
器
の
ほ
か
、一
斗
に
達
す
る
炭
化

米
と
、
梯子
そ
の
他
の
木
製
品
の
断
片
を
発
見
し
た
。

出
土
品
の
大
半
を
占
め
る
弥
生
式
土
器
は
、
大
部
分
が
発
掘
区
域
の
西
部
を
斜

に
横
切
る２
条の
大
き
な
溝
と
土
墳
ＳＫ
１４３１か
ら
出
土
し
た
。
器
形
は
壺
、
長

頸
壺
、
甕
、
鉢
、
台
付
鉢
、
片
口
鉢
、
手
焙
形
土
器
、
甑
、
片
口
壺
、
高
坏
等
の

各
種
に
わ
た
り
、
様
式
は
畿
内
第
五
様
式
に
属
す
る
。

第
1
6
・
1
7
次
調
査
　
　朱雀門
付
近

宮
城
南
面
の
中
央
に
あ
る
朱
雀
門
と
、
そ
の
内
方
に
接
す
る
地区
を
発
掘
し
、

朱
雀門
、
東
西
脇
門
、
南
面
大
垣
築
地
の
ほ
か、
柵２
条
、
掘
立
柱
列
２
条
、
溝

1
5条を
検
出
し
た
。

朱
雀
門
ＳＢ１８００は
、
南
半
部
が
道
路
と
池
堤
の下
に
あ
る
た
め
、
北
半
部
だ

け
を
発
掘
し
た
。
門
の
基
壇
は
か
な
り
の
程
度
まで
後
世
の
改
変
を
受
け
て
い
た

が
、
な
お
掘
込
み
の
地下
地
固
め
と
、
門
の
棟
通
り
お
よ
び
北
側
柱
通
り
の
礎
石

下
根
固
め
石
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
推
定
基
壇
の
大
き
さ
は
東
西
約
3
2
m

南
北
推
定
約
1
7
m

、
門
の
平
面
は
桁
行
５
間（
杓
朏・
ぷ
）
梁
行
２
闘（
約
1
0
m

）

；　二･　 １　 』　Ｉ　Ｉｌ　　　　　　　　　　 ｊ
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第 ３図　 朱 雀門 遺 構 実 測 図

で
、
各
柱
間
は
約
５
ｍ
の
等
間
で
あ
る
。

第
1
5
次
調
査
で
発
掘
し
た
玉
手
門
の
遺
構
に
較

べ
る
と
、
基
壇
の
正
面
輻
が
等
し
い
に
も
か
乂
わ

ら
ず
、
奥
行
が
長
い
の
は
、
玉
手
門
が
単
層
、
朱

雀
門
が
重
層
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
朱
雀
門
基
壇
上
の
北
縁
に
は
、

門
廃
絶
後
に
通
路
を
閉
鎖
す
る
よ
う
な
形
で
設
け

た
角
柱
の
柵
列
ＳＡ
１８１２

あ
っ
た
。

朱
雀
門
に
と
り
っ
く
南
面
大
垣
築
地
∽
冫
に
呂

は
、
北
半
を
検
出
し
た
だ
げ
で
あ
る
が
、
本
体
の

基
底
部
幅
は
約
２
.７ｍ
で
、
北
側
に
幅
３
.５ｍ
の
犬

走
り
と
、
幅
5
0
m
の
側
溝
∽［
］１７６２　
･
　ｓｒ
）ぶ
回
を

設
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
側
溝
は
東

西
と
も
朱
雀
門
の
手
前
で
北
へ
折
れ
曲
り
、
門
ま

で
達
し
な
い
。

朱
雀
門
の
南
北
中
軸
線
か
ら
約
2
4
m
は
な
れ
た
対
称
の
位
置
に
は
、
築
地
に
あ

け
ら
れ
た
東
西
二
つ
の
脇
門
ＳＢ１２０１　
･
　１２０２
あ
る
。
ど
ち
ら
も
築
地
本
体
の

中
心
線
上
に
立
て
た２
本
の
掘
立
柱（
柱間
約４
.３６）
か
ら
な
る
簡
単
な
も
の
で

あ
る
。
東
脇
門
で
は
掘
立
柱
の
北
に
接
し
て
す
え
ら
れ
た
凝
灰
岩
切
石
が
残
っ
て

お
り
、
西
脇
門
で
は同
様
の
位
置
に
玉
石
が
敷
き
な
ら
べ
て
あっ
た
。
い
ず
れ
も

扉
取
り
付
け
に
関
係
し
た
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
べ
た
朱
雀
門
お
よ
び
築
地
の
周
辺
か
ら
は
多
量
の
瓦
が
出
土
し
た
が
、

そ
の
軒
瓦
の
9
0
％
まで
は
藤
原
宮
出
土
品
と
お
な
じ
文
様
の
も
の
で
あ
る
。
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東
脇
門
の
北
約
1
6
m

の
と
こ
ろ
に
は
、
東
西
に
な
ら
ぶ
掘
立
柱
柵
∽ｙ
罵
呂
と

そ
の
南
に
そ
う
溝
か
あ
る
。
こ
れ
と
対
応
す
る
西
脇
門
の
北
方
で
も
、
同
様
な
溝

を
検
出
し
た
が
、
柵
は
存
在
し
な
い
。

朱
雀
門
の
内
方
は
大
き
な
広
場
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
応
天
門
を
想
定
し

て
い
た
位
置
に
も
、
建
物
の
痕
跡
は
全
く
見
当
ら
な
かっ
た
。
こ
の
広
場
を
南
北

に
っ
ら
ぬ
い
て
、
朱
雀
門
か
ら
宮
城
の
奥
に
通
じ
る
道
路
が
あっ
た
ら
し
く
、
朱

雀
門
の
内
側
か
ら
、
幅
約
2
3
m

の
バラ
ス
敷
き
が
北
に
走っ
て
い
る
が
、
発
掘
区

域
の
北
部
で
は
後
世
に
削
平
さ
れ
て
い
る
。

こ
９
バラ
ス
敷
き
の
東
西
両
側
に
は
、
各一
条
の
溝
が
南
北
に
走
っ
て
い
る
。

東
の
溝
∽｛
｝な
呂
は
、
朱
雀
門
の
手
前
3
8
m

の
と
こ
ろ
で
Ｉ
た
ん
東
に
折
れ
た
の

ち
更
に
南
に
折
れ
て
、最
終
的
に
は
、大
垣
築
地
の
側
溝
ｓ「
」同ａ
に
接
続
す
る
。

西
の
溝
∽｛
｝芯
呂
は
、
二
つ
の
溝
か
上
下
に
重っ
て
お
り
、
上
層
の
ｓ｛
｝芯
呂

に
は
門
の
手
前
で
東
の
溝
と
対
称
に
近
い
形
で
折
れ
曲
り
、
築
地
の
側
溝
に
接
続

す
る
。下
層
の
ｓ｛
｝１９００Ａ
は
そ
の
ま
ま
南
に
直
進
し
て
、
朱
雀
門
の
基
壇
に
よ

っ
て
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
し
た
がっ
て
こ
の
７｛
｝１９００Ａ
は
、
朱
雀
門
造
営
以

前
の
溝
で
あ
る
。

こ
の
ｘ
Ｄ
１９呂
Ａ
に
は
、
朱
雀
門
北
方
3
5
m

の
と
こ
ろ
に
、
杭
と
小
枝
を
用
い

たせ
き
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
せ
き
の
上
流
に
あっ
た
溝
底
の
凹
み
か
ら
は
、「

過
所
」
を
含
む９
点
の
木
簡
の
ほ
か
、
曲
物
容
器・
糸
巻
等
の
木
製
品
や
土
器

を
発
見
し
た
。

第
1
8
次
調
査
　
　西面
大
垣内
側

宮
城
西
面
の
中
門
と
南
門
の
中
間
に
お
い
て
、
西
面
大
垣
の
内
側
に
そ
う
細
長

い区
域
を
発
掘
し
た
。
西
面
の
大
垣
築
地
ＳＡ
１６００
は
ほ
と
ん
ど
現
在
の
県
道
と

昭
和
3
9
年
度平
城
宮
発
掘
調
査
概要

重
な
り
合っ
て
い
る
た
め
、
道
路
敷
か
ら
は
ず
れ
た
東
側
犬
走
り
基
礎
地
固
め
の

東
縁
を
検
出
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
。

大
垣
築
地
の
内
側
に
は
、
秋
篠
川
水
系
の
旧
河
道
が
北
か
ら
南
に
の
びて
お
り

宮
城
造
営
の
際
に
こ
れ
を
埋
立
て
て
い
る
こ
と
が
わ
かっ
た
。
し
か
し
そ
の
埋
立

て
は
、
は
な
は
だ
不
完
全
で
あっ
て
、
旧
河
道
は
宮
城
造
営
後
も
幅
2
0
～
2
5
m

、

深
さ１
.１ｍ
前
後
の
南
北
に
っ
ら
な
る凹
み
と
し
て
、
宮
城
内
に
そ
の
名
残
り
を

と
ど
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
凹
み
を
横
切っ
て
、
東
西
掘
立
柱
艪
ＳＡ
１９７０
'
:

かっ
く
ら
れ
て
い
る
。
凹

み
の
最
も
深
い
個
所
に
は
、
柵
列
の
柱
間
の一
つ
を
つ
ら
ぬ
い
て
、
柵
と
直
交
す

る２
条
の
杭
列
ＳＸ
１９７５
残
っ
て
い
た
。
こ
の
杭
列
は
9
0
四
をへ
だ
て
て
併
列

し
、
両
列
の
上
端
が
八
字
形
に
交
叉
す
る
よ
う
斜
に
打
ち
こ
ん
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
こ
の
上
に
土
盛
り
を
おこ
ない
、
暗
渠
と
し
て
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
北
方
1
2
m

の
と
こ
ろ
に
も
、
同
様
な
施
設
ＳＸ１９８２
が
検
出
さ
れ
た
。

右
の
ＳＸ１９８２の
す
ぐ
東
に
は
、
数
十
本
の
杭
を
方
形
に
め
ぐ
ら
し
た
意
味
不

明
の
遺
構
、が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
区
画
内
に
は
円
形
の
土
墳
ＳＫ
１９７９
が
あ
っ

た
。
土
墳
内
の
堆
積
土
中
か
ら
は
、
金
属
利
器
の
た
め
の
木
柄
、
鞴
口
、
鉱
滓
と

と
も
に
、「
・：
口
打
合
釘口
」
と
記
し
た
木
簡
が
出
て
い
る
の
で
、
付
近
に
鍛
治

関
係
の
工
房
が
あっ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

第
2
0
次
調
査
　
　第２
次
内
裏北
外
郭

通
称一
条
通
り
の
北
側
で
は
、
昭
和
3
4
年
以
来
継
続
的
に
調
査
を
おこ
なっ
て

き
た
が
、
今
回
、
西・
東
の
二
個
所
に
わ
か
れ
て
発
掘
し
た
第
2
0
次
調
査
を
もっ

て
、
第
２
次
内
裏
内
郭
北
側
で
の
調
査
に一
応
の
終
止
符
を
うっ
た
。

八
西
地区
∇
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第
‥１１
次
調
査
区
域
と
、
第
1
3
次
調
査
の
西
地
域
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
狭
い
地
区

で
あ
る
。
南
北
檐
列
帥ｙ
日
口
は
、
す
で
に
第Ｈ
次
調
査
の
際
北
端
の
５
間
を
検

出
し
て
い
た
が
、
今
回
の
調
査
に
よ
り
、
計
2
3
間
以
上
の
長
い
檣で
あ
っ
て
、
内

裏
の
北
部
外
郭
を
東
西
に
わ
かっ
機
能
を
持っ
て
い
る
こ
と
が
わ
かっ
た
。
こ
の

区
割
り
が
、
平
安
宮
内
裏
の
北
方
に
あ
る
蘭
林
坊・
桂
芳
坊
の
区
割
り
に
似て
い

るこ
と
は
、
こ
の
区
域
の
性
格
を
考
え
る
上
に一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
。

こ
の
ほ
か
調
査
区
域
内
で
は
掘
立
柱
建
物３
棟
、
井
戸
１
を
新
た
に
発
見
し
、

ま
た以
前
の
調
査
で
そ
の一
部
を
発
掘
し
て
い
た
掘
立
柱
建
物
２
棟
の
未
確
認
部

分
を
検
出
し
た
。
そ
れ
ら
は
第
２
表
に
示
す
如
く
、
す
く
な
く
と
も３
期
に
わ
け

ら
れ
る
。

第20次調査発見遺構第２表
聯 ） （ 日 水 首

丿　間間　　m　　m
A　SB　585　13×2　2.95　3.00西　　　SA　６３０　２３以上　2.90　－

地B　SB 1015　　8｀3　3.00　3.00　南廂SB 2121　　5×3　2.25　2.10
区C　SB 2190　

」３×1　3.00　3.00
り　SB 2155　　3×2　1.95　2.10
A I　SK 2102　　　　　　　　紀年木簡出土

東B　SB 2131　　5゛2　2.70　3.００sc　０６０　　　　　　　　内裏築地回廊
SA　４８６　１０以上
S A　４８８地　　　SK 2101　　　　　　　　紀年木簡出土

C　SB 1135　　7×3　2.80　2.80　西南廂SE 2128　　　　　　　　　方1.2m
区D　SB 2170　　３×2　2.25　2.101　　　I　SB 2140　1　3刈　2.40　2.10

Λ
東
地
区
Ｖ

第
1
3
次
調
査
の

東
西
両
地
区
に
は

さ
ま
れ
た
地
区
で

あ
る
。

発
掘
区
域
の
南

縁
に
、
内
裏
内
郭

築
地
回
廊
∽の
畠

この
北
側
柱
列
と
、

付
属
の
凝
灰
岩
雨

落
溝
を
検
出
し
、

さ
ら
に
そ
の
北
に

そ
っ
て
東
西
柱
列

Ｘｙ｛
呂
と
、
内
裏

北
部外
郭
を
とり
まく
築地
∽２
１
を検
出
し
た。
こ
れら
はい
ず
れ
も
既
往

3
4

の
調査
で
存
在
を知
ら
れて
い
た
遺
構の
延
長
部で
あ
る
。
∽ｇ
呂
の
雨
落溝

か
ら
は、三
彩
の
鬼瓦
破
片
が出
土
して
い
る
。

内
裏
北
部
外
郭に
あ
たる
部
分
に
は
建
物
が少
な
く
、し
か
も北
に
か
た
よっ

て
卜
る
。今
回
新
た
に
検
出
し
た
建
物
は４
棟
に
す
ぎ
な
かっ
た
。

発
見
し
た
遺構
は第２
表
に示
す
如
く
、
す
く
な
く
と
も４
期
以
上
に
わ
か
れ

る。
第
1
3
次
調
査
の
結
果
を
参照
す
る
と、
今
次の
発
掘区
域
を含
めて
∽ｙａ

つ
以
東
の区
画
内
に
は、
北
を
背
にし
て
建
物
がコ
字
型
に
配
置
さ
れ、
内
部は

空
地
に
なっ
て
い
た
も
のの
よ
うで
あ
る
。

今
回
発
見
し
た
井戸
ＳＥ２１２８
はこ
の
空
地の
北
部
に
あ
る
。下
部一
段
だけ

が
残っ
て
い
た枠
板は
、
長
さ１

.２ｍで
、
そ
れ
ぞ
れ甲
乙
丙丁
の
番
付
が墨
書

されて
い
る
。井
戸
の
周囲
に
は
方形
に
溝
が
めぐ
り、
さ
らに
そ
の
排
水
を南

に
導
く
溝
かっ
く
ら
れて
い
る
。

空
地
の
南
部
に
は
数
個の
土
埃
が重
複し
て
お
り、
内
部
から
計四
三
七
点
に

達
す
る
木
簡
と、
各種
の
木
製品
な
ど
を発
見
し
た。
そ
の
う
ち
Ｊ｝｛旨
邱
から

は「
天
平
勝
宝二
年
」
、
ＳＫ２１０２か
ら
は「
神
亀五
年
」
　
「
天
平元
年
」
の
紀

年
を
持つ
木
簡
が出
て
い
る
。
な
お今
次
の
調
査
の
東
西
両
地区
と
も
、
大
部
分

、か
市
庭
古墳
の
周
濠
を
埋
立て
た
整地
面
で
ある
。
整
地
層
の
全面
的
な
発
掘
は

行
わ
な
かっ
た
が、
東
地区
で
は古
墳
の
規
模を
確
か
める
た
め、
前
方
部
東
南

隅
と、
そ
れ
を
と
り
ま
く濠
の一
部
を
発
掘
し
た
。

第
1
9
*

　ＣＮＪ次
調
査
　
　第２
次内裏東外
郭～
東面
北門

通
称一
条通
りの
南
側
で
、
第２
次
内
裏
東面
築
地回
廊の
東
側
か
ら、
宮
城

の
東面
北
門（
山門
）に
卜
た
る間
を発
掘
し
た
。・調査
の
第一
の
成
果
は
、
内



裏
大
垣
の
検
出
で
あ
る
。
築
地
ＳＡ
７０５
は
す
で
に
第
1
3
次
調
査
の
際
、
一
条
通

り
の
北
側
で
そ
の一
部
を
発
見
し
、
第
２
次
内
裏
の
外
郭
を
め
ぐ
る
築
地
で
あ
ろ

う
と
推
定
し
て
い
た
が
、
今
回
そ
の
延
長
部
を
検
出
し
た
こ
と
に
ょ
っ
て
、
こ
の

推
定
に
誤
り
の
な
卜
こ
と
が
わ
かっ
た
。
そ
の
中
軸
線
が
ち
よ
う
ど
、
第２
次
内

裏
中
軸
線
の
東
方
Ｊ呂
尺（
基
準尺２９
.
５ ｜）に
当
る
こ
と
は
、
内
裏
内
郭
と
同一
の

計
画
に
よっ
て
造
営
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

築
地
の
東
2
2
m
に
は
南
北
に
走
る
玉
石
積
の
大
き
な
溝
∽｛
｝２７００
が
あ
る
。
こ

れ
は
昭
和
３・
７
年
に
岸
熊
吉
氏
が
、一
条
通
り
北
側
で
発
見
し
た
溝
に
っ
ら
な

る
も
の
で
、
水
田
の
畦
畔
の
形
か
ら
推
測
す
る
と
、
さ
ら
に
南
方
に
長
く
の
び
て

卜
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
幅
は２
.６ｍ
、
深
さ
は１
.５ｍ
で
あっ
て
、
宮
城
東
部
に

お
け
る
排
水
溝
の
幹
線
と
見
な
す
の
に
ふ
さ
わ
し
卜
規
模
を
持っ
て
い
る
。
溝
内

の
堆
積
は
上下
二
つ
の
砂
層
に
分
れ
、
下
層
か
ら
は「
天
平
元
年
土－
天
平
二
年
」

の
紀
年
の
あ
る
木
簡
が
、
上
層
か
ら
は「
天
平
勝
宝
二
年
」
よ
り
コ天
平
宝
字
五

年
」
に
ま
た
が
る
紀
年
の
あ
る
木
簡
が
そ
れ
ぞ
れ
出
土
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
等
の

層
の
上
に
、
溝
全
体
を
お
お
う
黒
土
層
が
堆
積
し
て
い
て
、
そ
の
な
か
か
ら「
延

暦
元
年
」
の
紀
年
を
持
つ
木
簡
と
隆
平
永
宝
が
出
土
し
た
。

こ
の
大
溝
に
は
東
西
両
側
か
ら
排
水
溝
の
支
線
が
流
れ
こ
ん
で
い
る
。
そ
の
な

かで
注
意
を
ひ
く
の
は
、
内
裏
内
郭
か
ら
築
地
ＳＡ
７０５
を
く
ぐ
っ
て
大
溝
に
注

ぐ
暗
渠
∽｛
｝回
呂
で
あ
る
。
そ
の
横
断
面
は
逆
台
形
を呈
し
て
い
て
、
側
は下
部

を
凝
灰
岩
の
切
石
積
と
し
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
大
き
な
玉
石
を
積
み
足
し
て
い

る
。つ

ぎ
に
宮
城
の
東
縁
付
近
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ま
ず
東
面
の
大
垣
は
、
当
初

の
築
地
が
ほ
と
ん
ど
削
除
さ
れ
、
そ
の
痕
跡
ら
し
い
も
の
が
か
す
か
に
残
っ
て
い

昭
和
3
9
年度平
城
宮発
掘
調
査概
要

第４図　SD2700玉石積大溝

た
だ
け
で
あ
る
。
の
ち
に
同
じ
位
置
に
築
地
ＳＡ
２８００
が
再
建
さ
れ
る
が
、
こ
れ

も
南
脇
門
∽
劬回
留
の
唐
居
敷
と
、
瓦
を
用
い
た
築
地下
の
暗
渠
の
残
骸
に
よっ

て
、
よ
う
や
く
そ
の
存
在
を
知
り
得
た
に
す
ぎ
な
い
。

調
査
の
主
な
目
標
の一
つ
で
あっ
た
東
面
北
門
に
い
たっ
て
は
、
推
定
位
置
に

何
等
の
痕
跡
を
も
と
ど
めて
い
な
かっ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
地
盤
が
堅
固
で
あっ

て
、
南
面・
西
面
の
諸
門
の
よ
う
な
深
い
掘
込
み
地
固
め
を
必
要
と
し
な
い
か
ら

遺
構
が
簡
単
に
削
り
去
ら
れ
て
し
まっ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

北
門
推
定
位
置
の
内
方
は
、
遺
構
の
な
い
幅
１９一ｍ
の
空
地
が
東
西
に
長
く
続
き

そ
の
両
側
に
そっ
て
柵
ま
た
は
築
地
が
走っ
て
お
り
、
こ
の
空
地
は
道
路
で
あっ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
道
路
と
玉
石
積
大
溝
と
の
交
叉
点
に
橋
ＳＸ２７３３
が
あ

る
か
ら
、
道
路
は
内
裏
外
郭
築
地
∽
冫Ｊ
Ｊ
に
まで
達
し
て
い
た
は
ずで
あ
る
け

れ
ど
も
、
突
当
り
の
築
地
に
明
確
な
門
の
痕
跡
は
見
当
ら
な
かっ
た
。
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こ
の
道
路
の
南
側
、
宮
城
大
垣
と
玉
石
積
大
溝
の
間
は
、
時
期
に
よ
っ
て
柵
か

築
地
の
い
ず
れ
か
で
外
周
を
画
し
た一
区
画
を
か
た
ち
づ
くっ
て
い
る
。

掘
立
柱
建
物
は
上
記
の
道
路
の
部
分
を
の
ぞ
い
て
ほ
と
ん
ど
全
域
か
ら
検
出
さ

れ
た
。
別
表
に
示
す
よ
う
に
そ
れ
ら
は
少
な
く
と
も
５
期
に
分
れ
る
が
、
全
体
に

わ
たっ
て
最
も
建
物
の
整
備
し
た
時
期
はＣ
期
で
あ
る
。

井
戸
は
内
裏
外
郭
内
か
ら
１
基
、
玉
石
積
大
溝
と
東
面
大
垣
と
の
間
の
区
画
内

か
ら
Ｉ
基
を
発
見
し
た
。
前
者
ＳＥ２６００
方
形
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
ＳＥ

２８４２は円
形
で
、
縦
板
を
組
ん
で
側
と
し
て
い
る
。
前
者
か
ら
は
木
の
股
を
利
用

し
た
丸
彫
の
人
形
を
発
見
し
た
。

(4)(3)
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昭
和
3
9
年
度平
城
宮
発
袒
調
査概
要

第３表
地区

内

裏

東

外

郭

時期

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

９

37

二

第19･21･22(北)次調査発見遺構
遺 構

SB 2 4 4 3A
SB 2440
SB 2009
S A　７０５SD 2000
SD 2350
SB 2 4 4 3BSB 2486
SB 2629
SB 2 02 0
SA 2388
SB 2017
SB 2065
SB 2517
SB 2601
SB 2630
SB 201 9
SB 2 4 7 2
SA 2 0 7 3SE 2600
SB 2368SB 240 1

柱間

６×２
１以上×４

７×３

５×３
５×２

５×２

柱間寸法

3.00
3.00
９

3.00
2.40
2.402.10
０
　
　
　
０

０
　
　
　
４

Ｑｄ
　
　
ｎ
乙

ｎ
乙

1
0？
？

×ｒａ

３×２
５×４
５×３
５×３
４以上

３×１
３×２

1.70
2.80
1.90
2.701.50

2.402.40

3.00
3.003.00

3.00
3.00
3.003.00

2.40
2.20
2.80
1.402.55

2.702.05

備

(1)

考

2ｍ

第５図　第19･21･22次(南)調査実測図
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奈良
国
立
文
化
財研
究所
年
報

第
2
2
次
調
査
　
　東面
北・
中
門
外
側

宮
城
の
東
側
で
、
北
門
外
側
と
中
門
外
側
の
南
北２
個
所
に
わ
か
れて
発
掘
を

お
こ
なっ
た
。
発
掘
個
所
は
、
主
と
し
て
旧
東一
坊
大
路
の
道
路
敷
に
当
る
が
、

国
道
2
4
号
線
バ
イ
パ
ス
の
建
設
候
補
地
と
なっ
て
い
る
た
め
、
宮
城
外
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
緊
急
に
発
掘
を
実
施
し
た
。

Λ
北
地
区
∇

東
面
北
門
の
外
側
に
当
り
、
第
2
1
次
調
査
区
域
の
東
に
接
す
る
。
発
掘
区
域
の

西
縁
で
は
、
第
2
1
次
調
査
に
よっ
て
検
出
し
た
衷
面
大
垣
築
地
∽
冫
回
呂
の
東
ぞ

い
に
、
幅
約
卅Ｘｍ
の
埔
地
と
、
側
溝
∽｛
｝３０３０
が
付
属
す
る
こ
と
が
わ
かっ
た
。

そ
の
東
に
は
時
期
の
さ
か
の
ぼ
る
溝ｓ
Ｄ３０３１
が
併
行
し
て
走
り
、
さ
ら
に
そ
の

東
に
は
南
方
に
の
び
る
溝
の
Ｉ
端
と
み
ら
れ
る
∽［
］３０２９
が
あ
る
。
’」れ

ら
の
溝

の
う
ち
い
ず
れ
か
が
、
南
地
区
で
発
見
し
た
外
堀
にっ
ら
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

東一
坊
大
路
の
路
面
は
、
溝
師’）吉
吉
か
ら
隴
列
∽冫
吉
沢
の
あ
た
り
ま
で
、

幅
約
3
0
m
の
範
囲
に
ひ
ろ
が
る
バ
ラ
ス
敷
の
平
坦
面
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
と
直
交
し
て
、
北
門
推
定
位
置
か
ら
東
方
に
、
幅
約いＨｍ
の

、、バラ
ス
敷
が
の
びて
卜
る
の
で
、
こ
こ
に
坊
間
の
路
の
存
在
を
推
定
し
た
。

北
門
推
定
位
置
の
正
面
か
ら
す
こ
し
南
に
は
ず
れ
て
、
東一
坊
大
路
の
中
央
に

二
つ
の
井
戸
が
あ
る
。
西
の
ＳＥ３０４９
は
覆
屋
を
持
つ
方
形
の
井
戸
で
、
周
囲
に

方
形
９
ザ
フ
ス
敷
と
溝
を
め
ぐ
ら
し
、
東
溝
か
南
に
延
びて
排
水
溝
∽冖
）吉
昭
に

な
っ
て
い
る
。
東
の
ＳＥ３０４６
は
長
方
形
で
や
は
り
覆
屋
が
あ
る
。
そ
の
湧
水
は

南
西
隅
に
と
りっ
け
た
暗
渠
の
木
樋
に
あ
ふ
れ
出
る
よ
う
に
なっ
て
い
る
か
ら
、

泉
屋
と
袮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
排
水
溝
∽［
］吉
当
は
南
西
に
導
か
れ
て
、

西
の
片一口
か
ら
く
る
涛
Ｊ｛
｝吉
吉
に（
口流
す
る
。

こ
の
二
つ
の
井
戸
は
、

奈
良
時
代
の
前
半
期
にっ

く
ら
れ
、
い
く
度
か
の
改

修
を
経
な
が
ら
長
期
に
わ

たっ
て
存
続
し
て
い
る
。

溝
∽冖
）吉
呂
の
上
層
か
ら

発
見
し
た「
宝
亀
元
年
」

の
木
簡
は
、
こ
れ
ら
の
井

戸
の
下
限
を
推
定
す
る
有

力
な
手
が
か
り
と
な
る
。

発
見
し
た
掘
立
陂
建
物

は
、
第４
表
に
か
か
げ
た

よ
う
に６
棟
で
あ
る
。モ

第６[刈　SD3109 .,V,

の
な
かの
古
卜もの
は東
部
に偏
在
して
卜る
から
、大
路の
通
行
に支
障
を与

え
な
かっ
たで
あろ
う
が、
の
ち
に
は
∽
戉吉に
とそ
れ
に付
属
す
る椨
列
∽ｙ

吉
昌
が、
大
路
を横
断
して
設
け
ら
れ
る
か
ら
、
東一
坊
大
路
は
完
全
に
道
路
と

して
の
匳
能を
失っ
て
し
まっ
た
に
ち
が
い
ない
。

な
お、
さき
に
述
べ
た
Ｓ｛
｝吉
治
か
ら
は
、
霊
亀二
年
よ
り天
平
勝宝
八
歳
に

卜
た
る紀
年
の
あ
る
木
簡
と
と
も
に
、
造酒
司
関係
の
木
簡
や墨
書
土器
がで
て

おり
、
付
近
の
遺跡
の
性
格
を暗
示
し
て
い
る
。

Λ
南
地区∇

東面
中
門
の
外
側
に
当
り
、
東一
坊大
路
と一
条
南大
路
が交
わ
る地
点
と
推

定
さ
れて
卜
だ区
域で
あ
る
。
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最
初
に
宮
城
の
東
限
を
画
し
て
い
た
施
設
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

こ
こ
で
は
北
地
区
で
不
明
瞭
で
あっ
た
東
面
の
外
堀
を
確
認
し
た
。
∽｛
｝３２３６

Ａ
-Ｂ
-Ｃが
そ
れ
で
あ
る
。
堀
は
素
堀
り
で
２
回
の
改
修
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

最
古
の
堀
の
底
か
ら
、
外
堀
掘
さ
く
以
前
に
宮
城
を
画
し
た
ら
し
い
朧
∽ヽ
″盻
朏

を
検
出
し
た
。
外
堀
の
西
方
に
も
南
北
柵
ＳＡ３２３７
が
あ
る
が
、
∽ｙ
盻
朏
と
の

前
後
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。
従
来
は
、
こ
の
柵
の
す
ぐ
西
側
に
あ
る
畦
畔
を
、
東

面
大
垣
築
地
の
名
残
り
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
位
置
に
築
地
ら
し
卜

遺
構
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
ら
な
い
。
か
え
っ
て
、
従
来
の
大
垣
推
定
線
の
西
1
0
ｍ

の
と
こ
ろ
に
、

予
想も
し
な
か

っ
た大
き
な
溝

第７図　第22次調査南地区実測図
第４表　第22次調査南地区発見建物

∽
口
豐
芯
を発
見
し
た
。当
初の
溝
は素
掘
りで
あ
る
が
、の
ち
に
地
盤の一
段

高
い西
側
だけ
に玉
石
積の
護
岸
を設
けて
い
る
。
た
だ
し
、
南
部で
は玉石
積

を
杭列
に
かえ
て
卜る
。
溝内
か
ら
は「
子
島
作
仏
所
…
」
の
墨
書
があ
る須
恵

器
片
を
は
じ
め
、八
世
紀
末の
土器
が
多量
に
出
土
し
た。

東面
中
門の
遺
構
も
従
来の
推
定
位置
に
は発
見
で
き
な
かっ
た
。
おそ
ら
く

右
の
大
き
な
溝
の西
側
に
建て
ら
れ
たの
で
あろ
う
が、
今
後の
調
査
に
ま
ち
た

い
。次

に
道路
につ
いて
述
べ
る
、
東一
坊
大
路の
路面
は明
瞭
な
痕跡
を欠
く
が

一
応
外
堀
と
、
その
東
方
に
併
行
す
る
溝
∽｛
｝心
旨
に
は
さ
ま
れ
た
幅
約
2
3
m

の

範囲
と
推定
し
た
。一
条大
路
は
従
来の
推
定
位置
に、
道
路の
方
向
と
直交
し

て
い
くつ
もの
侑
や
溝
か
走っ
て
い
るの
で
、
果し
て
道
路
が
存
在し
たの
か
ど

・( 目| 昌 果卜　 ・

SB 3079　
ｒｔ
く
尸　3.0(7 4.2ご南へのびる？

SB 3116　　3　　3.00　　　門？
SB 3161　　3×2　1.90　2.40礎石建物
SB 3252　　3×1　1.90　2.30
SB 3288　　5×3　2.90　3.00南北廂
SB 3322　　7×5　2.70　2.70四面廂・北孫廂SB 3323　　4×2　2.10　2.10

う
か
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。

東一
坊
大
路
の
中
央
で
中
門
推
定
位
置
の
正
面
か
ら
や

や
南
に
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
、
井
戸
ｓ
回
出９
か
あ
り
、

周
囲
に
玉
石
敷
が
方
形
に
め
ぐ
っ
て
卜
る
。
ま
た
井
戸
の

付
近
を
中
心
と
し
て
、
大
路
の
上
に
は玉
石
を
使
っ
た
小

溝
が
縦
横
に
通
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
す
く
な
く
と
も
３

期
に
わ
か
れ
る
。

北
地
区
と
同
様
こ
の
地
区
に
お
い
て
も
、
大
路
は
や
乂

時
期
の
降
る２
棟
の
掘
立
柱
建
物
ＳＢ３３２２　
･
　３２８８
と
付

属
の
朧
に
よ
っ
て
完
全
に
閉
塞
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
建

物
は
両
側
の
溝
∽［
］心
図
と∽｛
｝心
旨
の
中
間
に正
し
く

位
置
し
て
い
る
か
ら
、
両
側
の
溝
か
存
続
し
て
い
た
期
間

３

昭
和
3
9
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奈良国立文化財研究所年報

に
造
営
さ
れ
たこ
と
は疑
ない
。

東一
坊大
路の
推
定
範囲
よ
り東
の区
域
は
。溝・
廢・
建
物
等の
遺
構
が錯

雑し
て
お
り、
現
在発
掘
結果
を
整理
中
で
、
結
論
はそ
れ
を
ま
ち
たい
。
た
だ

そ
の
北半
部
か
ら、
懸
樋
に
類し
た木
製の
導
水
施設
を発
見
し
たこ
と、
南
半

部で
基
壇の
上
に
立つ
礎石
建
物
∽
劬β
笘
を
発
見
し
たこ
とを
付
記
し
て
お

遺
物の
う
ち顕
著
な
もの
とし
て
は、
溝∽

’）β
昭
内
発見
の二
彩
壺
破
片
と

びφ吩
ぶ
付近
か
ら
相当
数発
見
さ
れ
た
緑
釉
博
破片
が
あ
る。
木
簡
は
発
掘区

域
の
各所
、
特
に
溝
内
から
散
発
的
に
発
見
し
た
。
全体
とし
て
、
遺
物の
品
目

や
形
状
は宮
城
内
と
全く
変
ら
ない
から
、
上
記
し
た
宮
域
外
の
遺
構
も
、平
城

宮
に付
属
し
た
施
設で
あ
る
と
見て
誤
り
な
いで
あろ
う
。

第
2
3
次
調
査
　
　北面
大垣
築地

宮
城の
北
面
中
門
推
定
位置
から
東
に
約
｝呂ｍ
へ
だたっ
た
とこ
ろで
、
北

面
大
垣
築
地の
内
外
両
側
を発
掘し
た。

こ
の区
域
に
は
も
と、
北
面
大
垣
築地
の
痕跡
と
考え
ら
れ
る土
塁
状
の
高ま

り
が
残っ
て
い
たの
で
あ
る
が、
昭
和
3
9
年
春
頃
、
土地
所
有
者
がこ
れ
を
全面

的
に
削平
し
付
近
を
整地
し
て
し
まっ
た
。今
回
の
調査
は、
右
の
現
状
変
更
が

遺
跡
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
を
調
べ
、
あ
わせ
て
、
第
1
4
次
調査
の
際
宮城
の
南
縁

で
確認
さ
れ
た
と同
様
な外
堀
が、
こ
の
部分
に
も
存在
し
た
か
ど
う
か
を
確
め

る
た
め
に
おこ
なっ
たの
で
あ
る。

発
掘の
結果
、
も
と
土
塁
状の
高
ま
り
が
あっ
た
個所
の下
層
か
ら、
北
面
大

垣
築
地
∽冫
旨呂
の
基
礎
地固
めを
発見
し
た
。こ
の
地固
め
は地
山
を
掘り
こ

ま
ず
にっ
く
ら
れて
おり
、
現
存
の
幅？
にｍ
、
南
部
が大
き
く
破
壊
さ
れて
い

る
た
め、
も
との
幅
を
知
るこ
と
はで
き
ない
。
築地
本
体の
基部
が
全
く失
わ
4
0

れて
い
るので
、
その
位
置
を
的
確
にっ
か
め
な
かっ
た
が、
地
固
めの
北
縁
か

ら４
.５ｍおい
た
内
方の
、
幅
｝＆ｍ
ほ
どの
部分
が
特
に入
念
につ
き
固
め
ら
れ

て
い
るの
で
、
そ
の
部
分
に
築
地の
本
体
が
あっ
た
もの
と
推
定し
た。

築地
本
体
を
推
定し
た位
置
の下
層
から
は
、
築
地
築
成以
前の
時期
に宮
城

の
北
辺
を画
し
たと
考え
ら
れ
る
掘
立
柱
柵
∽冫
旨呂
を
発
見
し
た
。

築地
の
外
方
に
は、
調
査
前
に予
想
して
い
た
よ
う
な
外堀
が
な
く
、
か
わ
り

に
築
地
基
礎
地固
めの
外
側
にそっ
て
、
幅
約１２
.２ｍに
わ
た
る
粘
土質
の
整
地

層
が
あ
り、
その
北
縁
に瓦
の
堆
積
が認
めら
れ
た
。

築
地
内
方の
宮
城内
に当
る区
域
は、
後世
に
い
ちじ
る
し
く
削平
されて
い

て
、
奈
良
時代
の
遺
構
は
全
く
残っ
て
い
な
かっ
た。

冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
本
年
度
の
調
査
は
宮
域
の
四
至
の
確
認
に
重
点
を

置
い
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
宮
域
の
南
側
と
西
側
で
は
境
界
線
が
比
較
的
安
定
し
て
い

る
の
に
対
し
、
東
側
で
は
境
界
線
が
し
ば
し
ば
移
動
を
重
ね
、
し
か
も
宮
に
関
係

し
た
建
物
が
境
界
線
を
こ
え
て
宮
城
外
の
大
路
に
進
出
し
て
い
た
こ
と
が判
明
し

た
。
こ
の
予
想
外
の
事
実
を
ど
う
意
味
づ
け
る
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
同

時
に
こ
れ
ら
の
宮
域
外
に
は
み
出
し
た
遺
構
の
保
存
に
つ
い
て
も
十
分
な
考
慮
が

は
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
中
の
時
期区
分Ａ・
Ｂ・
Ｃ
は、同一
地区
で
の
相
対
的
な序
列で
あっ
て
、
各地区

に
共
通し
た
もので
は
な
い
。
また
柱
間寸
法
は概
数
値
を示
す
。

（
横山
浩一
・
工
楽
善通
）
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