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こ
の
報
告
書
は

『平
城
宮
木
簡

一
』
に
つ
づ
く
第
二
集
と
し
て
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
第

一
集
以
後
、
昭
和
三
九
年
度

と
昭
和
四
〇
年
度
の
二
個
年
に
わ
た
る
発
掘
調
査
で
出
上
し
た
木
簡
九
二
二
点
を
収
録
し
た
。
木
簡
の
出
土
し
た
調
査
地
区
は
、
第

１
表
、
第
１
図
に
示
し
た
よ
う
に
七
地
区
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
平
城
官
西
南
隅
の
南
面
大
垣
外
側
で
、
宮
の
外
堀
を
確
か
め
る
た

め
に
行
な
っ
た
調
査

（６
Ａ
Ｄ
Ｉ
区
）
の
際
、
堀
の
下
層
の
埋
土
か
ら
総
数
七
点
の
木
簡
を
検
出
し
た
が
、
腐
蝕
が
甚
し
く
殆
ど
が
判

読
不
能
な
の
で
図
阪
に
収
載
し
な
か
っ
た
。
の
こ
り
の
六
個
所
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
木
簡
の
出
土
遺
構
と
木
筒
の
概
要
を
の
べ
た

の
で
詳
し
く
は
そ
れ
に
ゆ
ず
る
が
、
こ
こ
で
は
今
回
収
録
し
た
木
簡
の
特
徴
を
考
干
指
摘
し
て
お
こ
う
。

そ
の
一
は
、
朱
雀
門
内
で
下
ツ
道
の
西
側
濤
と
み
ら
れ
る
遺
構
か
ら
、
八
世
紀
初
頭
の
年
代
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
過
所
木
簡

が
出
上
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
濤
か
ら
は
、
平
城
京
造
営
中
屯
し
く
は
造
営
前
に
さ
か
の
ぼ
る
遺
物
が
多
量
に
み
つ
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
過
所
木
簡
で
あ
る
。
従
来
は
、
公
式
令
の
規
定

（過
所
式
）
や
唐
過
所
と
い
わ
れ
る
も
の
に
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よ
っ
て
推
し
は
か
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
わ
が
古
代
の
過
所
の
実
物
が
出
土
し
た
こ
と
の
意
味
は
極
め
て
大
き
く
、
本
報
告
書
の
な
か

の
白
眉
と
い
え
よ
う
。

そ
の
二
は
、
６
Ａ
Ａ
Ｃ
区

（Ｈ
地
区
）
の
調
査
で
出
上
し
た
木
簡
で
あ
る
。
木
筒
は
い
ず
れ
も
東
大
溝
か
ら
出
土
し
た
。
溝
の
埋
土

は
六
層
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
木
筒
は
そ
の
各
層
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
濤
底
か
ら
は
天
平
元
年
の
年
紀
を
も
つ
も
の
が
、
中
間
の
土
層

か
ら
は
天
平
勝
宝
２
天
平
宝
字
年
間
の
も
の
が
、
最
上
層
か
ら
は
延
暦
二
年
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
出
土
し
、
濤
の
埋
上
の
推
積
が
年

代
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
大
部
分
の
年
紀
の
な
い
木
簡
や
ほ
か
の
伴
出
遺
物
も
そ
の
出
土
層
位
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ

の
年
代
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
三
は
、
６
Ａ
Ａ
Ｃ
区

（Ｖ
地
区
）
で
出
土
し
た
造
酒
司
関
係
の
木
簡
で
あ
る
。
造
酒
司
符

・
造
酒
司
解
な
ど
の
文
書
木
簡
、
酒

米

・
赤
春
米
な
ど
の
貢
進
物
付
札
、
こ
れ
ら

一
群
の
木
簡
に
よ
っ
て
こ
こ
が
造
酒
司
に
関
す
る
遺
構
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で

あ
る
が
、
さ
ら
に
興
味
を
ひ
く
の
は
、
同
地
区
出
土
木
簡
の
な
か
に
神
亀
元
年
の
聖
武
天
皇
の
践
藤
大
嘗
祭
に
関
す
る
ょ
の
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

『廷
喜
式
』
な
ど
の
大
嘗
祭
の
記
事
に
よ
っ
て
そ
の
片
々
た
る
関
係
木
衛
資
料
を
大
嘗
祭
行
事
の
な
か
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
本
報
告
書
で
は
、
同
地
区
出
上
の
木
簡
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
、
と
く
に
造
酒
司
と
大
嘗

祭
に
関
す
る
解
説
を
付
け
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
同
地
区
の
木
衝
出
土
遺
構
は
、
一
部
分
の
検
出
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
同
遺
構
は
さ

ら
に
輔
に
の
び
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
調
査
が
さ
ら
に
進
め
ば
同
種
資
料
が
多
量
に
出
土
す
る
可
能
性
は
高
い
。

そ
の
四
は
、
６
Ａ
Ａ
Ｅ

ｏ
６
Ａ
Ａ
Ｆ
区
の
調
査
で
出
上
し
た
木
衛
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
縫
殿
に
関
す
る
も
の
が
注
意
さ
れ
る
が
、

次
章
で
の
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
木
衝
出
上
の
遺
構
が
六
十

一
個
所
に
も
の
ぼ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
濤

。
土
壊

・
井



第 1表 調査地区別出土木簡点数

茨数 調 査 地 区 木簡出上遺構
木簡収載点数
( )内 出土点数

6ADI  I界面大
撮

SD 1250 O  g)

6ABX・ Y Iテ
母

雀
努

SD 1900 7  0)

6ADF I号
]面

大
昇

SK 1979 10  (19)

6AAO  Iそ」う電】ヒア暮SKち謎;°

2102
151 (522)

6AAC‐
1東 大 濤 SD 2000,2700 140 (292)

２２
Ｎ

6AAC V I造 酒 司 SD3035 g個串 327 (582)

ぎ  1 6AAE:F I東
方官衝

ISD3410昂個癖
297 (518)

言+922(1942)

序 言

戸

・
建
物
柱
穴

・
整
地
上
な
ど
の
各
種
遺
構
か
ら
、　
三
０
２
四
〇
点
の
木
簡
が
出
土
し
た
溝
な
ど
の
二
、
三
一の
例
を
の
ぞ
く
と
、　
多

く
は
数
点
ず
つ
出
上
し
た
。
こ
の
よ
う
な
例
は
こ
れ
ま
で
他
の
調
査
区
で
は
な
い
こ
と
で
あ
り
、
木
簡
が
そ
の
時
々
に
任
意
に
破
棄

さ
れ
埋
め
ら
れ
る
顕
著
な
事
例
と
い
え
よ
う
。

第 2表 主要遺構別木簡内容分類

主 要 遺 構 文 書 付 札
そ の 犯
内容不リ 削 暦 計患愁睾

6 SK 2101

企 S K 2102
0 SK 2107

9

3

0

10

6

1

25

23

1

67

2

4

111

34 (151

6

6

企 S D 2700

7 SD 2000
巨  ´

(140〕

6

へ S D 3035
へ

γ そ の 他

V

313
(3271

14

S D 341C

盈 S D 31μ
含 s B 332乏

芸鳥
D3ぞ

そ の 他

4

10

7

6

39

3

8

0

7

34

10

11

6

18

67

13

4

17

1

32

30

33

30 (297

32

172



1第
1図 うr城宮本簡出土地点図

放年は発J‖ tl杢 次数を示す

。 に1無 2収 ,よ 木簡出土地 t
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なお第22次商地区出土地 点は
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